
PASSIO ＰＵＲＡし　　　　　　　　　　　｡

Holderlins 。seeligesGriechenland“ und Keats 。griechische Urne“

－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」

Holderlin's“blest Greece" and Keats' '‘Grecianｕrｎ”　　　　十

　　　　　　　　　　Takahashi, Katsumi

　　　　　　　　　　　　(高　　橋　　克　　己)

反面nar fur Deutsc船旅伽峰加加r Philosophischm Fakuほか

FORSCHUNGSBERICHTE DER UNIVERSITAT KOCHI

　　　　　　　　　　(高知大学学術研究報告)

JAPAN 1992. VOL. 41. GEISTESWISSENSCHAFTEN

　　　　　（平成４年，第41巻，人文科学篇）犬

RESUME

　　Although Holderlin and Keats often make propaganda for the esthetical idealism of romantic colour, they

　are thought to agree also with the “pure serene” of the Greek classics; for they realise theブrevealed” beau-

　ty in the unadulterated “truth" （&λ町侃しａ）:“Beautyis truth, truth beauty, ―ご（‘'Grecian Urn” 1819, line

　49). This famous ending, ｖiS晒一vistol the urn of the classical art, aims originally at the ideal 0f the kalo-

　kagathia. But it did not seem so to Eliot as he re-read these words still“in ordinary ｕＳｅ”:“This line

　strikes me as ａ serious blemish on ａ beautiful ｐｏｅｍ”（“Dante” 1929). Nevertheless it is the matter rather

　of the tacit agreement りetween the beautiful form 血d the serious thought than of the Horatian “iucunda et

　idonea”（“De arte poetica” 334). The same thing has happened to the “blest Greece”(line 55) of Holder-

　lin's“Bread and Wine” （1800-1801）.

　　The mind of both poets is surely too fｕ1ト9f thought, but they have drunk of the ‘'holy sober water”

　enough from the “serene Ether” of the Greek azure. Thus their melodious poetry has e･ssentially next to

　nothing to do with romantic reverie. Moreover, it breaks through the “wordsworthian or egotistical sub-

・lime” which corresponds to the “still,sad music of humanity” （“Tintern Ａｂｂｅｙ”1798, line 91) and purifies

　itself through the otherworldly bliss coming from the home of the European mind. This spiritualized

　Greece lies, as it were, in the reformational consciousness; in other words, it stands “under the immediate

　eye of heaven'イKeatsリetter on May 3，1818):“The immediate God, whole One with the ｍａｎ…”(Holderlin

　“Remarks on Antigone” 1804). Besides, such a pure passion refers to the “pﾘrity of the passionate part of

　the soul", that is, the “spiritual sensation” in the Eastern ｏｒthodoχ tradition.

（１）。REINE ＫＬＡＲＨＥＩＴ“ヶ(PURESERENE)

　｡Ewig. klar und spiegelrein‘’nennt Schiller den olympischen Himmel von griechischer Blaue im

ersten Vers seines Gedichts 。Das Reich der Schatten“ (1795), das･ er spater 。Das Ideal und ･:das

Leben“(1804) nennt. Dieses　Ideal von　Griechenland, dessen　Anfange　auf Winckelmanns

｡Gedancken iiber die Nachahmug der Griechischen Wercke ‥｡“(1755) zuruckgehen, erreicht
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seinen gelungensten Ausdruck im hymnischen　Hohepunkt von Holderlins　。Brod　und　Wein“

（1800f.）:。Seeliges Griechenland! ｡｡｡“(V. 55ff.) Der 。Vater Aether“(V. 65) stellt das 。heitere“

Wesen　(V. 64 / Ｖ. 69) des 。zu hellen“ und 。zu blendenden“ Griechentums (V. 74) dar, dessen

olympische Gotter dann 。die Offenbaren“ (V. 83) ftirs abendlandische Christentum wurden｡

　Ein dergestalt vergeistigtes Griechentum erlebt auch Keats im V. 7 vom Gedicht fiber 。Chap-

mans Homer“(1816) und im V. 11　vom Gedicht uber die　。Elgin-Marmore“(1817) , Davon

zeugen die 。reine Klarheit“(pure serene) und der 。schwindigste Schmerz“（ｍｏst dizzy pain) .

Die 。Klarheit“hangt mit jenem 。spiegelreinen Griechenland“ zusammen. Der。Schmerz“ erinnert

an den V. 74 von 。Brod und Wein“: 。zu hell…zu blendend“. Uberdies waren solche Erlebnisse

seinerzeit alles andere als ilblich. Weil namlich erst wenige die Echtheit der klassischen Mar-

morschopfungen anerkannt hatten, welche Elgin zwischen 1802 und 1812 aus Griechenland nach

London　geschafft　hatte, konnte　der　Staat　sie　sehr　billig erwerben　und　dann　im　Britischen

Museum einer breiten Offentlichkeit vorstellen. Nur wirkliche Kunstkenner wie Keats wuBten

Elgins Importe zu schatzen, -und so entstand schlieBlich die berilhmte ,,Ode auf eine griechische

Urne“(1819)｡

　Wie Holderlin vergegenwartigt sich Keats die 。offenbare“Schonheit in unverfalschter 。Wahr-

heit“（’Ａλか

auf die Melancholie“(1819) zum Ausdruck kommt:。Nein, nein, geh nicht zur Lethe,…“(V. 1).

In der Ode, die eigentlich in der Betrachtung einer klassischen Urne entstand, verweisen die

SchluBverse aufs Ideal der Kalokagathia: ,,Sch6nheiトist Wahrheit, Wahrheit Schonheit,…“（Ｖ.

49f.). Uns geht es hier darum, die 。Wahrheit“ der klassischenへ,Sch6nheit“ zu erfassen, wie sie

sich immer noch in den Relikten des Parthenons auf dem steinernen Hilgel der Akropolis offen-

bart.

（2）。HEILIG ＮＵＣりＴＥＲＮ“∇(HOLYSOBER)

　　Um einen Einblick in die Gefuhle eines Keats zu gewinnen, mussen wir ausgehen von dem

Gefiihl dむｒ･Einheit lmit der Natur･ Oder einem Gegenstand. Ein Beispiel dafflr findet sich im er-

sten Band von　Holderlins 。Hyperion“(1797) . Der asthetische Idealismus der damaligen Zeit

schlieBt gerne von sich auf andere Oder auch auf ein 。seeligesGriechenland‘で,was u. a. auch zu

Wiederholungen fuhrt, wie etｗ･ａzu den Wiederholungen des Adjektivsト｡glucklich‘'(happy) Oder

des Ausdrucksト｡狛ｒ immer“(for ever) in den ｖ. 2卜27 der 。Griechischen Urne“レー｡…happy, hap-

pyl…happy…happy ･･.happy. happy ･‥Ｆｏｒever…For ever…for ever…“　　　　　　　　　T

　　Vermutlich tibersieht man oft dabei das 。nilchterne Besinnen“ solches enthusiastischen ’Dich-

ters:。Da wo die Niichternheit dich verlaBt, da ist die Granze deiner Begeisterung.“(Holderlin

｡Reflexion“ 1799) Der Klarheit solch 。nftchternen’Besinnens“ entspricht wohl die 。spiegelreine“

Heiterkeit des griechischenぺHimmels, die ferner mit dem。heiligen nuchternenぺｖaSSeｒ“ in einen

poetischen Zusammenhang gebracht werden kann, das sich im V. 18 von Holderlins 。Deutschem

Gesang“･(1801) findetよDer deutsche wie der englische Dichter sind gewifilich 。des Geistes zu

ｖol1“レ(V.21). Doch die 。attische Gestalt“ (Attic shape) rait der 。schweigendenづForm“(silent

form) in den V. 41ff. der 。Griechischen Urne“ halt wie eine 。kalte･Pastorale“（Cold Pastoral)

vom V. 45しeiner gedankenschwangeren Begeisterung die Waage.　　　　　　　　　　　　　　　　　十
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　Weder die 。kalte Pastorale“ noch das 。seeligeGriechenland“ entspringen einem zuriickblicken-

den Reliquienkult; beides verdichtet sich vielmehr zu einer Spielart von Schillers 。Idylle,welche

mit einem Wort, den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach Arkadien zuriickkann, bis nach

Elisium filhrt.“（｡Uber naive und sentimentalische Dichtung“ 1795f.) Dies fuhlt wohl Keats in

einem Brief vom 3. Mai　1818, wo er iiber ｄｅｎ二.Wordsworthschen Genius“(Wordsworth's

genius) spricht und das 。menschliche Leben“ in drei Entwicklungsgange aufteilt:nach dem er-

sten 。Sauglings- Oder gedankenlosen Zimmer“ und dem zweiten 。Zimmer des Jungfern-Gedankens“

ist der letzte Punkt gekommen, an dem Wordsworth sein meditatives Gedicht 。Tintern Abbey“

(1798) schrieb. In der　deutschen　Dichtung schurft Schillers Gedankenlyrik tiefer　als Kolp-

stocks von　pietistischer　Frommigkeit　erfullte　Messias-Gesange. Ahnlich ･verhalt　es　sich　mit

べA'^ordsworths Meditationen ･von　。Tintern　Abbey‘にund　Miltons･ puritanisch-unschuldigem　。Ver-

lorenem Paradies“(1667):。Hier muii ich glauben, Wordsworth ist tiefer als Milton.“(Keats

Brief vom 3. Mai 1818)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

（３）。DER UNMITTELBARE ＧＯＴＴ“（ＵＮＤＥＲＴＨＥ･IMMEDIATE EYE OF ＨＥＡＶＥＮ）

　　In der Mitte des soeben zitierten Briefs geht es um den 。Jungfern-Gedanken“, wo das Leben

｡fur immer in Freude“(for ever in delight) verbleibt. Dieser Gedanke lalit sich naturlich auch

auf das 。seelige Griechenland'‘ beziehen, das Keats immer･ wieder 。glucklich“ nennt. Im weiteren

Verlauf des Briefs wird er dann　andeutungsweise mit der Reformation in Beziehung gesetzt:

｡Die　Reformation brachte solchen unmittelbaren und grolien Nutzen, daB der　Protestantismus

unter deiii unmittelbaren Auge des Himmels in Betracht gezogen war.“ Auch in Holderl･ins 。Brod

und Wein“ liegt das 。seelige Griechenland“｡unter dem mitteibaren Auge des Himtnels“(under

the immediate eye of ｈｅａｖen）Ｖ０１.1eｒ。spiegelreiner“ Klarheit und Heiterkeit, ａｕfしdie auch der

erste　Vers　der　。Griechischen　Urne“　anspielt: 。ＤＵトimmer　noch　unentehrte　Braut　der　Stille“

　（ＴｈｏＵstill unravish'd bride of quietness)｡　　　　　　　　　　　　　　　　。

　Im Gegensatz zu dieser Annaherung von klassischem Griechentum und Christentum, auf die

auch Hegels Philosophie der Geschichte abzielt, wurde im Hellenismus wie im Judentum noch

heute dieses Verhaltnis dualistisch aufgefalit･Beiden erscheint die asthetische Auffassung der

Griechen Ｕμd die ethische der Christen kaum zu vereinen. Schon der beruhmte Wahlspruch

des Dichters aus der Horazschen 。Dichtkunst'‘（Ｖい333f.) scheint dies anzudeuten.△Diesem

romischen Rat folgen die meisten Verfasser von Lehrgedichtenトnoch im 18. Jahrhundert, da sie

sehr　gerne　。unterrichten“(prodesse) und　。belustigen“(delectare) . Nur　ein　reiner　Lyriker

nimmt｡ in solcher Weltklugheit Anstofi, wenn er in･ der Vorrede des 。Hyperion“einleiten will;

｡Wer bios an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflukt, bios, um daran･ zu

･lehren｡kennt sie auch nichtグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　フ　　　｡｡・・｡・　　　　　　｡｡･｡。

　Das griechische Ideal der Kalokagathia, das｡unter dem uhmittelbaren Auge des Hitnmels“ent-

stand, distanziert sich von der Weltklugheit l der Lehrdichtung, um einem。unmittelbaren Gott“

zu　begegnen。der　mit dem　Horazschen　。Angenehmen　und　Brauchbaren“犬(iucunda　むt　idonea)

nichts im ･ Sinn hat:｡Die tragische Darste!lung beruhet … darauf, dali der unmittelbare Gott, ganz

Eines　mit　dem Menschen　…　, daB　die　unendliche　Begeisterung　unendlich ･… ，・heilig　sich

scheidend, sich auffaiit, und der Gott, in der Gestalt des Todes, gegenv/artig ist.“(Holderlin
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｡Anmerkungen zur Antigona" 1804) Im hymnischen Hohepunkt von 。Brod und Wein“，ｗ０。das

groBe Geschik donnernd aus heiterer Lｕft岫ｅｒ die Augen hereinbricht“(V, 62ff.), wird das

｡seelige Griechenland“ als 。unendliche Begeisterung“，als 。heiligsich scheidend“ aufgefaBt｡

　Eine gesteigerte, hin und her reiBende Begeisterung, in der ein 。unmittelbarer ’Gott“ gegen-

wartig wird, entsteht　auch　in　der　。kalten ･Pastorale“　der　Keatsschen Ode.･Als　eine solche

erscheint namlich das Griechische in der Mitte der ｏｄｅ。,unter dem unmittelbaren Auge des

Himmels“. Es ist daher nicht nur 。schon“(beautiful), sondern auch 。ernst“(serious) gemeint,

wenn das Ideal der Kalokagathia so simpel formuliert wird: 。Schonheit ist Wahrheit, Wahrheit

Schonheit,｡｡｡“, auch wenn ein von nuancierteren Formulierungen verwohnter Leser dies nicht

durchschaut: 。Diese Zeile erscheint mir als ein ernster Fleck auf einem so schonen Gedicht (a

serious blemish on a’beautiful poem), ...Doch ich nehme an, daJi ･Keats etwas dam it meint, wie

ｗeiレsich auch immer diese Worte im gewohnlichen Sprachgebrauch (these words in ordinary

ｕＳｅ）Ｖｏｎseiner Wahrheit und seiner Schonheit entfernt haben mogen.“(Eliot→.Dante“ 1929)

Wahrscheinlich ist dieses Unverstandnis dem 。gewohnlichen Sprachgebrauch“(ordinary use)

zuzuschreiben, der sich langst nicht mehr dem Ideal der Kalokagathia ｖをrbunden fiihlt,und in

dem eher 。Åﾘgenehmes und Brauchbares“ zur Sprache kommt, nur ftirs。sinnlicheohｒ“ (sensual

ear) im V. 13 der 。Griechischen Urne“ gedacht.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　y

（４）。DAS SEIN DES ＮＩＣＨＴＳ“（ＥＶＥＲＹTHING AND ＮＯＴＨＩＮＧ）

　Aus　dem　Bisherigen　ergibt　sich, dali　im　Ideal　der　Kalokagathia　ein　Zusammenhang von

｡Schonheit“ und 。Wahrheit“ angelegt ist. Nun aber muJi es sich auch auf das 。hochste Gut“

（Sｕｍｍｕｍ bonum) beziehen, dasヤPlaton in seinem 。Staat“ die 。Idee des Guten“(505A) nennt:

｡Eine tiberschwengliche Schonheit“（509A）･･. Auf die Frage, wo diese 。Idee des Guten“ denn zu

finden sei, antwortet Sokrates schlieBlich, daiJ 。das Gute selbst nicht das Sein istレsondern ｎｏｃ･h

iiber das Sein an Wilrde und Kraft hinausragt“ （509B）:｡Das ist ein wundervolles Ubertreffen.“

(509C) Fur die Griechen, die sich eine Sehnsucht nach einem wirklicheren Leben im Jenseits

wohl k卵ｍ vorstellenヶkonnten･, bedeutete ein 。Ubertreffen des Seins“（ｅ７てＥＫＥtＶａで７７７０りａｃａｃ）

allenfalls ein 。Nichts“, das sich nicht mehr diskutieren lieli｡

　Nichtsdestoweniger wurde dann solch ein 。wundervolles Ubertreffen uber das Sein“ mit dem

Untergang　der　Antike zum　Ausgangspunkt　einer　neuen　Metaphysik　des　Christentums. Die

katholische Theologie des Mittelalters, vor allem ihre scharfste Auspragung, die Scholastik, be-

ruhte dennoch weitgehend auf einer von Aristoteles, bzw. Plotin vermittelten platonischen Phi-

losophie. Thomas　definiert･ zwar　den　christlichen　Gott　als　das　。Sein　selbst“(esse　ipsum)

schlechthin (ST I. 4.2), aber es kommt auch allmahlich zu einer Auseinandersetzung zwischen

dem 。Sein“ und dem 。Nichts“: 。Leonardo da Vinci schreibt: Das Nichts hat keine Mitte, und

seine Grenzen sind das Nichts. ― Unterトden ･groBen Dingen, die unter uns zu finden sind, ist

das Sein des Nichts das groBte.“ (Heidegger 。Zur Seinsfrage“ 1955)　　　　　犬　　　　し

　Dieses 。Sein des Nichts“ laBt sich vielleicht an Beispielen aus Leonardos Werken illustrieren;

am 。Abendraahl“ (1493-97) Oder an der 。Mona Lisa“(ca. 1500-10). Auf dem ersten Gemalde

sitzt Christus mit seinen zwolf Jiingern beim letzten Abendmahl. Wahrend sie fur sein Leben

furchten und besorgt ihre Augen auf ihn richten, blickt er allein ins Leere einer unbekannten
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Feme, gleichsam iiber seinen eigenen Tod hinaus, wo sich vielleicht einmal Leben und Tod ver-

quicken.　In der 。uberschwenglichen Schonheit“ dieser Christusgestalt entsteht gleichnishaft ge-

sprochen eine　Art 。Sein　des Nichts“, und dann vollzieht sich　ein　。wundervolles　Ubertreffen

fiber das Sein“｡

　　Ahnlich zeichnet Holderlin seinen Christus in den V. 1071 von 。Brod und Wein“: 。Oder er

kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an / Und vollendet' und schloJi trostend das

himmlische Fest.“Hier tritt Christus nicht eindeutig ins Bild,ﾌﾟsondern erscheint in einem unauf-

falligen Pronomen in einer -verhaltenen moglichen Alternative zu einer Reihe von offen bleiben-

den Fragen: 。Oder er ｋａｍ……　Ob 。町“Christus Oder 。ein Gott“（Ｖ.105）dをｒ griechischen

Tragodie ist, wissen wir anfangs noch nicht. Doch schon im Verlauf von Vers 107 offenbart

er sich als Christus, denn er 。nahm des Menschen Gestalt ａｎ“｡-　Erist mithin 。der unmittelbare

Gott, ganz Eines mit dem Menschen“， der 。inder Gestalt des Todes, gegenwartig iSt“｡

　　Der Holderlinsche Christus, ein 。stillerGenius“(V. 129)｡erscheint eigentlich nur zur Verkiin-

dung von des griechischen 。Tags Ende“ (V. 130), also um mit alien anderen Gottern zu schwin-

den. In diesem nuancenreichen Helldunkel tritt Christus so unmerklich hervor, wie der Mond

gegen Tagesende an einem klarblauen Himmel･― ein schones Bild vom 。Sein deSトNichts“. Auch

das Bild vom blinden Seher Tiresias in Sophokles 。Antigona“トstelltsich auf ahnliche Weise un-

gezwungen ein, das eine poetologische 。Casur“。,oder die gegenrhythmische Unterbrechung“ dar-

stellt:。Er　tritt　ein　in　den　Gang　des　Schiks･aals, als　Aufseher　iiber　die　Naturmacht,｡｡｡“

(Holderlin 。Anmerkungen zum ｡Oedipus“ 1804) Im hymnischen Hohepunkt von 。Brod und Wein“

fiihrt uns das 。groBe Geschik“ ins 。seelige Griechenland“ ein. Als eine 。gegenrhythmische Un-

terbrechung“ tritt dann Christus in diesem 。Gang des Schiksaals“ auf, und halt das Gedicht im

Gleichgewicht｡

　　In Keats 。Griechischer Urne“ bildet wohl der 。fromme Morgen“(pious ｍｏrｎ）im V. 37 solch

eine　。Casur“　Oder　。gegenrhythmische　Unterbrechung“　ira　Gegensatz　zum　iiberschwenglichen

Hohepunkt der Hymne in den ｖ.2卜27, wo sich die am starksten emotional aufgeladenen Wor-

ter wie 。glilcklich“Oder｡fiir immer“ fast endlos zu wiederholen scheinen. Ahnlich wie Leonar-

dos Christusgestalt im 。Abendmahl“ blickt der Lyriker im 。frommen Morgen“(pious morn) wie

auch der Holderlinsche Christus gleichsam ins Leere. Hier bestatigt sich wohl der 。poetische

Charakter“, den Keats in einem Brief vom 27. Oktober 1818 。allesund nichts“ ｡(every thing and

nothing) nennt und dem･ 。ぺA''ordsworthschen Oder ichbezogenen Erhabenen“ (wordsworthian or

egotistical sublime) gegentiberstellt, wobei er wahrscheinlich auf die 。stille,traurige Musik der

Menschlichkeit“(still, sad music of humanity) im lyrischen Hohepunkt von Wordsworths 。Tin-

tern Abbey“(V. 89-112) anspielt: 。…and the language of the sense, / The anchor of my purest

thoughts, the nurse, / the guide, the guardian of my heart, and soul:/ Of all my moral being.“

Unter dem Eindruck einer als 。reine Klarheit“ erlebten griechischen Klassik wendet sich Keats

im 。frommen Moreen“ vom vorherrschenden Humanitatsideal ab, das von einem 。ichbezogenen

Erhabenen“(egotistical sublime) auszugehen scheint: 。Who are these coining to the sacrifice？ /

To what green altar,０ mysterious priest, / Lead'st thou that heifer lowing at the skies, / …？/

What little town by river or sea shore,…, Is emptied of this folk, this pious morn ?" (V.

31-37)
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(５)･　。REINHEIT｡ＤＥＳ･SINNLICHEN TEILS DER SEELE‘'･(ＰＵＲＩＴＹOF THE PASSIONATE

PART OF THE ＳＯＵＬ)‥　　　　　‥‥‥ニ　レ　，　　　　｀　　　づ　　　　　　　　　　　‥

　　Die　。reine Klarheit"　des modernen　Lyrismus erreicht den Gipfel　bei Holderlin　und　Keats.

Somit verbinden sie beide das Griechentum und das Christentum durch eineミ･Reinheit (゜侃如詞７）

des sinnlichen Teils der Seele“, die Palamas(ca. 1296-1359) nach der patristischen Tradition der

byzantinischen Ostkirche den･｡geistigeh Sinn“［ｊ°ｄ-ｎｏ吋･７でνεひμａでＩＫＴ])in seihen 。Triade・‘（1 3･

21) nenntごFerner bezieht der mittelalterliche Patrologe l-ｄｅｎへ.geistigen Sinn" auf。jene mysti-

sche∧und nicht　auszusprechende Gottesanschauung (６ｅｏｏｐ'tａ）“，von der　u. a. die Verklarung

Christi auf Tabor麗ｕｇt｡犬In der 。Reinheit der Sかｅｌｅ“teilt sich eine tiefe Begeisterung der

Aposteトden griechischen KirchenVatern mit. Diese i｡GottesanSchauung“(Contemplatio Dei) sagt

Palamas ｍｉレanderen Worten: 。Also ist die Anschauung dieses Lichts eine Einigkeit (Unio

ｍy･stica),…肋er dieﾚEinigkeiレmit dem Licht iSレnichts anders∇als die Gottesschau (Visio Dei)｡“

へ（Iレ3.36) Darauf folgt, dali die。.Gottes飢schauung“（Theo吋ａ卜der spekulativen 。Theologie“

(Theologia) uberlegen istdl. 3.49)　　　｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･｡

Die erleuchtete 。Gottesanscねauung“ （趾叩tａ) fordert am allerersten Reinigung der Seele,: in

der Holderlins。,･seeliges Griechenland“ und Keats ,,griechische Urne“ mit den byzantinischen Pat-

rologen iibereinstimmen: 。1st es groli und wichtig, von Gott zu reden? Vielmehr ist es noch

wichtiger, sich　selbst　angesichts　Gottes zu　reinigen {Kadaipecv)グ(Gregor　von Nazianzレca.

330-390:PG 36.1880 Im Gegensatz zu dieser griechischen 。Gottesanschauung“(Theoria) steht

die westliche 。Theologie“｡(Theologia) , die eher (Iber ’die Schattenseite der menschlichen Seele

spekuliert und vor allem Jesu Einsamkeiレ am Olberg ins Auge faBt. Im ･ganzen Gedicht von

Keats　und Holderlin geht es　zwar urn ein　nuancenreiches Helldunkel, in　dem　sich　die Ver-

klarung Christi und die Einsamkeit Jesu zusammenfiigen. Aber das Griechentum an sich macht

die, Lichtseite des Gedichtes aus.　　，　ニ　　　　ト　　　　　犬　　　　　　　　　　　し　　・　　。

　　Unter dem Gesichtspunkt des lichtstarken Griechentums wird fast kein unendliches Schuldbe-

wufitsein eines Augustinus betont, sondern ｄａＳ･｡Bose'‘gilt vielmehr a1S几｡der Seele Entfernung

vom Schonen“: ,･,Aber irgendwie ･wachst das Bose von innen heraus,…, sooft･etwa vom Schonen

der Seele Entfernung entsteht.“(Gregor　von　Nyssa. ca. 335-395: ･PG 45.24D) Aufgrund　der

Ciceronianischen Terminologie von 。honestum“ als 。Ｋαλ6ノ‘（｡De officiis“ I. 14f.) ubersetzt man

das 。Schone“･（Ｋαλ6μ) nicht wortlich ins 。SchOne“(pulchrum) , sondern sinngemaB ins 。Gute

und Edle“（ｂｏｎｕｍ et honestum):。animae recessus ab eo quod bonum est et honestum“ （PG

45.26A). Hier mflssen wir bemerken, daB das Ideal der Kalokagathia uns nicht nur ･von den

alten･Griechen。sondern auch von den byzantinischen Kirchenvatern flberliefert ist.　　ダ　・　‥

　　Das lateinische Mittelalterしkontrastiert wohl mit･ der ，neuzeitlichen Renaissance, die ihr Ideal

der　Kalokagathia eigentlich　aus　der ，griechischen ・Tradition　entnommen　hat. Diese　Tradition

aber･findet man meistens nur in der Antike,･wie Hofmannsthaトiiber Grieohenland八schreibt. In

den dreiteiligen 。Augenblicken in Griechenland“ ｚ. B. berichtet er erstens iiber das 。Kloster des

heiligen Lukas" (1908). und letztens iiber die marmornen 。Statuen“(1917) der Akropolis. In

seiner Darstellung verscharft sich der Unterschied von beiden. Beim Besuch des MO･riaSteriiims

beeindruckt ihn vor allem der 。sanfte Ton unwidersprochener Gewalt“ 。aus den Zeiten der Pat-

riarchen“: 。Homer ist noch ungeboren und solche べNorte, in diesem Ton gesprochen, gehen zwi-
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schen dem Priester :und dem Knecht ｖｏｎ上Lippezu Lippe.'‘I皿dritten und letzten Teil begeistert

sich der deutsche Dichter fur das 。vollig unsagliche Lacheln“ der marmornen Koreii ･und ihre

｡rieselnden Gewander“ (Prosa III）｡ フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I-

　So bewundert･ er die bildende Kraft der klassischen Griechen. Fur ihn ist das Griechentum

ein einmaliges ｡。.Mysterium im vollen Licht“:。Ｄｉｅ･homerischenGotter und Gottinnen treten fort-

wahrend　aus　der　hellen　Luft　hervor; nichts　erscheint　natllrlicher, sobald　man　dieses　Licht

kennt.“（｡Griechenland“ 1922:Prosa IV）･Als 。Mysterium im ｖｏ･lienLicht“ verwirklicht sich das

Ideal der Kalokagathia im strengen Sinne nur ，innerhalb der griechischen Geisteswelt, die aber

nicht bloB die Antike, sondern auch das ostkirchliche Mittelalter enthalt. Sicher kennen Hoi-

derlin und ･Keats ｗieヶHofmannsthal kaumしdie erleuchtete Geisteswelt der byzantinischen Kir-

chenvater und halten sich hauptsachlichしdie griechische Antike vor Augen.　Nichtsdestoweniger

konnen　wir　nicht　die　Tatsache　ubersehen, daB　die　beiden　Dichter　der　Moderne　und　die

griechischen Patrologen dasselbe Wesen vom Griechentum gemeinsam haben, das Hofmannsthal

｡ein Mysterium im vollen Licht“ nennt.
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三
三
　
　
　
　
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
二
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

と
五
〇
九
Ａ
で
呼
ば
れ
た
後
に
、
最
後
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
に
よ
り
「
真
実
在
(
　
ｏ
ｖ
ａ
ｉ
ａ
)
の
彼
方
」

に
そ
れ
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
や
否
や
、
こ
れ
は
「
不
可
思
議
霊
妙
な
超
越
だ
／
・
」
(
ｅ
ｉ
ｎ
　
w
ｕ
乱
ｅ
ｒ
-

ｖ
o
i
l
e
ｓ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ｒ
ｅ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
!
)
と
茶
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
な
ぜ
議
論
が
こ
こ
で
途
絶
え
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
真
実
在
の
彼
方
」
{
ｋ
ｎ
ｋ
Ｋ
ｅ
ｉ
ｖ
ａ
　
ｒ
ｒ
j
＾
　
ｏ
ｕ
ａ
ｉ
ａ
＾
}

と
は
空
無
だ
か
ら
で
、
御
手
元
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
「
存
在
（
汐
Ｆ
）
の
彼
方
」
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
正
に
こ
の
空
無
の
彼
方
に
「
こ
の
上
な
き
美
の
極
致
」
と
し
て
「
至
高
善
」
が

探
し
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
後
世
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
が
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
を
重
ん
じ
て
、
こ
の
「
美

の
極
致
」
に
唯
一
の
神
を
見
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
「
神
」
は
ト
マ
ス
ニ

二
二
五
年
－
七
四
年
）
の
『
神
学
大
全
』
第
一
部
の
第
四
問
題
・
第
二
項
で
定
義
さ
れ
ま
し
た

よ
う
に
「
存
在
そ
の
も
の
」
(
ｅ
ｓ
ｓ
ｅ
　
i
p
ｓ
ｕ
m
）
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
資
料
㈲
の
㈲
の
参
照
部
分
を

御
覧
下
さ
い
。

　
従
い
ま
し
て
「
美
」
に
し
て
「
真
実
」
な
る
ギ
リ
シ
ア
の
「
真
実
在
（
ウ
ー
シ
ア
古
の
彼
方
）

に
、
「
善
の
イ
デ
ア
ー
」
た
る
「
至
高
善
」
を
「
こ
の
上
な
き
美
の
極
致
」
と
し
て
探
す
と
な
り

ま
す
と
、
結
局
は
次
の
資
料
㈲
の
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
「
空
無
の
存
在
」
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
)
'

即
ち
「
無
の
有
」
を
如
何
に
表
現
す
る
か
、
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

『
存
在
へ
の
問
い
』
（
一
九
五
五
年
）
に
お
き
ま
し
て
、
当
の
「
無
の
有
」
の
典
拠
と
致
し
て
お
り

ま
す
の
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
絵
画
芸
術
の
極
致
と
ま
で
看
倣
さ
れ
ま
す
『
モ
ナ
ー
リ
ザ
』
と
か

『
最
後
の
晩
餐
』
の
作
者
レ
オ
ナ
ル
ド
（
一
四
五
二
－
一
五
一
九
年
）
で
あ
り
ま
す
。

　
果
た
し
て
レ
オ
ナ
ル
ド
の
『
最
後
の
晩
餐
』
で
「
無
の
有
」
つ
ま
り
「
空
無
の
存
在
」
の
中
心

は
何
処
で
し
ょ
う
か
？
　
申
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
絵
画
の
中
心
に
お
り
ま
す
キ
リ
ス
ト
像
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
救
世
主
の
眼
指
の
み
が
、
他
の
使
徒
だ
ち
と
は
違
う
所
、
即
ち
自
ら
の
心
の

内
側
か
ら
受
難
（
パ
ト
ス
）
の
死
へ
と
向
か
い
、
他
の
眼
指
は
皆
そ
の
死
と
は
反
対
の
生
の
方
向

に
あ
り
、
誰
よ
り
ユ
ダ
の
目
は
キ
リ
ス
ト
の
み
な
ら
ず
自
分
自
身
も
永
遠
に
生
き
て
い
た
い
と
言

う
現
世
へ
の
意
欲
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　
キ
ー
ツ
は
こ
の
様
な
「
自
我
本
位
の
崇
高
さ
」
(
ｅ
ｇ
ｏ
ｔ
i
ｓ
ｔ
i
c
a
l
　
ｓ
ｕ
b
l
i
m
e
)
を
、
尊
敬
す
る
先
輩

ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
見
て
い
ま
す
。
資
料
㈲
の
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
一
八
一
八
年
十
月
二
十
七
日
の
書

簡
で
、
キ
ー
ツ
は
本
来
あ
る
べ
き
「
詩
歌
の
性
格
」
の
究
極
を
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
何
で
も
な
い
」
（
自
～
ロ
乱
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
邑
と
述
べ
、
先
程
の
「
無
の
有
」
を
本
質
と
す
る
旨
を
主

張
し
ま
す
。
具
体
例
を
挙
げ
て
対
比
い
た
し
ま
す
と
、
次
の
資
料
㈲
の
㈲
に
『
テ
ィ
ン
タ
ン
僧
院
』

お
よ
び
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
の
最
高
潮
と
看
倣
せ
る
箇
所
が
そ
れ
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
高
ら
か
に

歌
う
「
人
間
性
の
静
か
で
物
悲
し
い
音
楽
」
(
Ｔ
ｈ
ｅ
　
ｓ
ｔ
i
l
l
｡
　
ｓ
ａ
ｄ
　
m
ｕ
ｓ
i
c
　
ｏ
ｆ
　
ｈ
～
Ｉ
々
）
に
は
何
処

と
な
く
「
自
我
本
位
の
崇
高
さ
」
が
拭
い
去
れ
な
い
の
に
対
し
、
キ
ー
ツ
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』

第
三
七
句
を
締
め
括
り
ま
す
「
こ
の
敬
虔
な
朝
」
(
ｔ
h
i
ｓ
　
ｐ
ｉ
ｏ
ｕ
ｓ
　
m
o
ｒ
ｎ
）
に
は
正
に
祈
り
の
空
無

へ
と
開
か
れ
た
「
純
粋
な
明
る
さ
」
が
確
か
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
空
無
を
孕
ん
だ
内
面
の
飛
翔
に
お
い
て
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
も
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』

同
様
に
、
俗
説
ま
が
い
の
「
麗
し
い
詩
歌
」
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
「
無
の
有
」
へ
と
到
り
、
此
所
で

作
品
全
体
に
平
衡
あ
ら
し
め
る
「
中
間
休
止
」
が
形
造
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
場

合
で
は
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
古
典
祝
祭
悲
劇
の
時
空
を
宥
和
し
終
結
し
た
キ
リ
ス
ト
像
で
、

そ
れ
は
ま
ず
第
一
〇
七
句
に
現
わ
れ
ま
す
。
資
料
㈲
の
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
「
或
い
は
も
し
か
す

る
と
…
」
（
Ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
　
ｋ
ａ
ｍ
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
.
：
）
。
こ
の
様
に
断
言
せ
ず
、
む
し
ろ
玄
く
幽
か
に
問
い

か
け
る
よ
う
に
し
て
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
叫
蛸
に
し
も
り
が
る
「
空
ｔ
の
存
在
」
が
表
現
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
「
中
間
休
止
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
像
が
此
所
の
第
一
〇
七
句
か
ら
、
既
に
資
料

剛
の
㈲
で
見
ま
し
た
讃
歌
燃
焼
の
最
高
潮
、
つ
ま
り
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
「
偉
大
な
る
運

命
」
（
第
六
二
句
）
と
睨
み
合
っ
て
お
り
ま
す
様
に
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
で
は
第
三
七
句
の
「
敬

虔
な
朝
」
(
ｐ
ｉ
　
Ｏ
ｕ
ｓ
　
m
o
ｒ
ｎ
）
が
、
感
極
ま
っ
た
第
二
Ｉ
句
以
下
「
幸
福
な
、
幸
福
な
、
・
：
　
永
遠

に
い
つ
ま
で
も
　
…
」
の
詩
節
と
対
峙
し
て
い
ま
す
。
資
料
0
0
の
㈲
を
、
圓
の
剛
と
比
べ
て
み
て

下
さ
い
。

　
以
上
の
考
察
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
お
よ
び
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
に
お
け
る
真
善
美
の
理

想
が
、
一
体
ど
こ
に
往
き
着
く
の
か
？
　
お
解
か
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
両
者
と
も
に
古
典

世
界
は
そ
れ
自
体
で
成
り
立
た
ず
、
言
わ
ば
宗
教
改
革
後
の
近
世
キ
リ
ス
ト
者
特
有
の
意
識
の
増

塙
で
灼
熱
さ
れ
純
化
さ
れ
て
始
め
て
、
真
善
美
の
対
象
と
な
り
得
た
の
で
し
た
。

㈲
「
魂
の
情
感
部
分
の
清
澄
」
(
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
T
e
i
l
ｓ
　
ｄ
ｅ
r
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
:
　
Ｐ
ｕ
ｒ
i
ｔ
ｙ
　
ｏ
ｆ

　
t
ｈ
ｅ
　
ｐ
ａ
ｓ
ｓ
i
〇
コ
ａ
t
ｅ
　
Ｐ
ａ
r
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｉ
』
一
）

　
只
今
、
宗
教
改
革
と
関
連
さ
せ
詩
人
の
浄
ら
な
魂
を
御
説
明
申
し
上
げ
、
こ
の
魂
に
よ
り
ギ
リ

シ
ア
が
純
化
さ
れ
た
点
を
力
説
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
古
典
精
神
が
宗
教
意
識
に
よ
り
同
様
の
課

程
を
へ
て
受
容
さ
れ
伝
統
と
な
っ
た
場
と
し
て
、
実
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
東
方
ギ
リ

シ
ア
教
父
の
思
想
圏
で
あ
り
ま
す
。
此
所
で
は
最
後
に
、
こ
の
筋
へ
と
展
望
を
開
い
て
、
発
表
を

閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
御
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
の
は
資
料
㈲
に
挙
げ
ま
し
た
三
人
の
グ
レ
ー
ゴ

リ
オ
ス
で
、
ま
ず
筆
頭
に
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
教
父
グ
レ
ー
ゴ
リ
オ
ス
（
三
三
〇
年
頃
－
三
九
〇
年
）

の
『
第
三
十
二
講
話
』
(
Ｏ
ｒ
ａ
ｔ
i
o
.
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｉ
)
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
神
に
つ
い
て
語
る
（
神
学
）
」



　
同
様
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
の
場
合
で
も
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学

講
義
』
（
一
八
三
七
年
）
に
お
い
て
も
、
こ
の
様
な
形
で
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
と
キ
リ
ス
ト
教
西
欧

(
Ｈ
ｅ
ｌ
ｌ
ａ
ｓ
　
ｕ
乱
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
)
の
相
互
対
話
が
基
調
を
成
し
て
お
り
、
通
俗
化
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
言
う
類
の
、
芸
術
と
宗
教
の
安
直
な
区
分
け
に
異
議
を
申
し
立
て
ま
す
。
そ
の

俗
説
に
よ
り
ま
す
と
、
宗
教
倫
理
に
芸
術
美
は
疎
遠
で
、
甘
美
な
る
芸
術
に
道
徳
宗
教
の
真
実
は

宿
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
美
は
真
実
、
真
実
が
美
、
こ
れ
が
全
て
」
と
言
う
真
善
美

の
理
想
は
間
違
っ
て
い
る
と
、
俗
説
は
主
張
い
た
し
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
一
つ
俗
説
を
踏
ま
え
た
読
者
エ
リ
オ
″
卜
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
結
句
の
解
釈
を
、

資
料
㈹
の
㈲
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
論
文
『
ダ
ン
テ
』
（
一
九
二
九
年
）
で
は
言
葉
巧
み
に

読
み
誤
ま
り
の
可
能
性
を
脇
に
ど
け
て
お
い
て
、
「
言
葉
が
通
常
に
用
法
に
」
(
w
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
　
i
n
　
ｏ
ｒ
d
i
-

ｎ
ａ
ｒ
ｙ
　
ｕ
ｓ
ｅ
)
お
い
て
留
意
さ
れ
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
美
は
真
実
、
真
実
が
美
」
と
歌
う

詩
行
が
、
「
麗
し
い
詩
歌
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
に
対
す
る
由
々
し
き
汚
点
」
（
ａ
　
ｓ
ｅ
ｒ
i
o
ｕ
ｓ
　
b
l
e
m
i
ｓ
ｈ

～
ａ
　
ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｔ
i
f
ｕ
l
　
ｐ
ｏ
ｅ
ｍ
)
で
あ
る
と
の
旨
で
す
。
此
所
で
問
題
と
す
べ
き
は
果
し
て
こ
の
「
汚
点
」

（
Ｚ
～
耳
）
が
俗
説
に
存
す
る
の
か
？
　
そ
れ
と
も
詩
歌
象
徴
そ
の
も
の
に
属
す
る
の
か
？
　
と

い
う
点
で
す
。

　
俗
説
で
は
一
方
に
「
由
々
し
き
真
面
目
さ
」
が
、
他
方
に
「
甘
美
な
麗
し
さ
」
が
あ
り
、
結
局

こ
れ
が
両
極
分
解
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
資
料
圓
の
㈲
に
併
せ
て
載
せ
て
お
き
ま
し
た
有
名
な
『
詩

論
』
第
三
三
三
句
以
下
の
俗
説
、
「
詩
人
は
為
に
な
る
(
ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｅ
ｓ
邑
か
楽
し
ま
せ
る
（
Ｅ
・
・
ｇ
ｇ
）

か
、
或
い
は
同
時
に
甘
美
か
つ
有
益
な
る
こ
と
ど
も
を
人
生
に
語
ら
ん
と
す
る
」
と
言
う
名
文
句

は
、
格
別
十
八
世
紀
の
教
訓
詩
人
た
ち
の
座
右
の
銘
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
当
の
教
訓
詩
そ
の

も
の
が
皆
、
こ
の
俗
説
に
倣
っ
た
よ
う
な
、
半
ば
甘
美
に
楽
し
ま
せ
、
半
ば
有
益
で
為
に
な
る
と

言
う
具
合
に
両
極
を
ふ
ら
ふ
ら
と
さ
迷
い
、
結
局
は
シ
ラ
ー
や
ワ
ー
ズ
ワ
ス
以
降
と
ん
と
真
正
の

詩
人
だ
ち
か
ら
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
理
論
面
で
「
美
」
を
俗
説
か
ら
解
放
し
、
シ
ラ
ー
た
ち
へ
の
道
を
開
い
た
の
が
、
カ
ン
ト
の
『
判

断
力
批
判
』
（
一
七
九
〇
年
）
で
あ
る
こ
と
は
皆
様
御
存
知
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
向
で
キ
ー

ツ
た
ち
の
文
学
活
動
が
あ
り
、
資
料
㈹
の
㈲
に
引
き
ま
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
発
言
が
行
な
わ
れ

ま
す
。
単
に
甘
美
な
詩
歌
の
花
の
芳
り
を
嗅
い
だ
り
、
ま
た
為
に
な
る
教
訓
を
の
み
取
り
出
し
た

り
し
て
い
る
次
元
で
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
の
美
の
本
質
は
問
え
な
い
と
言
う
も
の
で
す
。
恐
ら
く

キ
ー
ツ
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
に
「
汚
点
」
を
見
る
の
も
、
こ
の
俗
説
の
次
元
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
な
ら
ば
俗
説
を
寄
せ
つ
け
ぬ
「
純
粋
な
明
る
さ
」
の
も
と
で
「
美
は
真
実
、
真
実
が
美
、
こ
れ

Ξ
囚

P
Ａ
＾
Ｑ
Ｔ
ｎ

Ｐ
Ｔ
Ｔ
Ｐ
４

T
T

４

I
T

Ａ

Ｈ

Ａ

Ｑ
Ｕ
Ｔ
"
!

が
全
て
」
と
真
善
美
（
昏
）
・
ｒ
賢
Ｆ
ブ
の
理
想
が
表
明
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
現
実
を
支
え
て
い

る
も
の
は
一
体
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
キ
ー
ツ
が
「
神
の
無
媒
介
直
接
の
眼
(
ｄ
ａ
ｓ

ｕ
ｎ
ｍ
ｉ
ｔ
t
ｅ
ｉ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
）
」
と
掴
ん
だ
点
は
、
既
に
資
料
㈹
の
㈲
で
確
か
め
ま
し
た
。
即
ち
紛
れ
も

な
き
「
真
実
」
を
啓
き
示
す
『
聖
書
』
の
「
神
の
眼
」
（
ｙ
品
・
皿
ａ
Ｓ
～
ヨ
ー
）
に
見
据
え
ら
れ
、

「
美
」
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
は
類
稀
な
「
純
粋
な
明
る
さ
」
に
輝
き
ま
す
。
こ
の
時
に
始
め
て
資
料

㈹
の
㈲
に
引
用
い
た
し
ま
し
た
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
第
十
一
句
以
下
で
、
キ
ー
ツ
が
物
語
り
ま
す

よ
う
な
自
然
界
と
も
精
神
界
と
も
決
め
か
ね
る
霊
妙
な
世
界
が
成
立
し
、
俗
な
「
耳
に
は
聞
こ
え

ぬ
旋
律
」
が
、
魂
の
奥
底
で
「
音
声
な
き
歌
声
」
(
d
i
ｔ
ｔ
i
e
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｎ
ｏ
　
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ
)
を
高
ら
か
に
奏
で
ま
す
。

か
く
し
’
て
「
幸
福
な
、
幸
福
な
」
(
ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｙ
｡
　
ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｙ
)
と
か
、
「
永
遠
に
い
つ
ま
で
も
」
(
ｆ
ｏ
ｒ
　
ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
)

と
、
幾
重
に
も
繰
り
返
す
こ
と
が
陳
腐
に
色
槌
せ
る
こ
と
な
く
済
む
わ
け
で
す
。

　
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
お
い
て
、
「
神
の
眼
」
に
あ
た
り
ま
す
の

は
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
n
m
i
t
ｔ
ｅ
ｌ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
の
資
料
圓
の
㈲

に
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』
（
一
八
〇
四
年
）
よ
り
引
用
が
あ
り
、
そ
の
「
神
が
（
英
雄
の
）

死
の
姿
を
取
り
現
実
と
な
る
」
の
が
、
「
悲
劇
性
の
表
出
」
の
眼
目
と
あ
り
、
「
無
限
の
霊
感
が
無

際
限
に
自
ら
を
掴
み
、
神
聖
々
霊
感
そ
の
も
の
に
亀
裂
が
入
る
(
h
e
i
l
i
g
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｄ
)

ｊ
と

説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
然
こ
の
「
無
媒
介
直
接
の
神
」
が
、
資
料
剛
の
㈲
で
既
に
引
用
い
た
し

ま
し
た
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
「
轟
く
偉
大
な
る
運
命
」
(
ｔ
ｅ
ｎ
ｅ
ｔ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
ｇ
ｒ
ｏ
ｆ
ｉ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
乙
に

象
眼
さ
れ
て
お
り
、
『
聖
書
』
の
「
神
の
眼
」
に
も
紛
う
「
真
理
」
の
あ
か
ら
さ
ま
な
現
実
を
示
し
、

竟
に
は
「
神
聖
な
霊
感
そ
の
も
の
に
亀
裂
が
入
る
」
「
至
福
」
(
Ｂ
ｅ
ａ
ｔ
i
ｔ
ｕ
ｄ
ｏ
:
　
Ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)
を
物
語

り
ま
す
。
此
所
で
も
宗
教
改
革
後
の
純
粋
な
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
意
識
に
支
え
ら
れ
、

古
典
ギ
リ
シ
ア
像
が
真
善
美
の
理
想
を
目
指
す
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

隆
起
し
た

㈲
「
無
の
有
(
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
Ｚ
一
〇
ｉ
）
一
全
に
し
て
無
(
Ｅ
ｖ
ｅ
r
ｙ
　
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ａ
ｎ
ｄ
Ｚ
０
９
一
呂
）
」

　
こ
れ
迄
の
考
察
で
真
善
美
の
う
ち
、
キ
ー
ツ
が
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
で
直
接
に
語
っ
て
お
り
ま

す
「
美
」
と
「
真
実
」
に
関
し
て
は
、
一
応
そ
の
係
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た

の
で
、
次
に
は
難
問
と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
「
至
高
善
」
（
留
目
白
ロ
ヨ
ｇ
～
恚
、
つ
ま
り
プ
ラ
ト

ー
ン
の
申
し
ま
す
「
善
の
イ
デ
ア
ー
」
i
ｖ
o
i
)
　
ａ
ｙ
ａ
ｄ
ｏ
ｕ
　
ｉ
Ｓ
ｋ
ａ
)
に
つ
い
て
思
い
を
索
ら
す
こ
と
に

到
し
ま
す
。
ま
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
論
点
を
、
資
料
㈲
の
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
『
国
家
』

第
六
巻
の
一
節
に
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
「
善
の
イ
デ
ア
ー
」
が
「
最
大
の
見
識
」

（
五
〇
五
Ａ
）
と
看
倣
さ
れ
、
か
つ
「
こ
の
上
な
き
美
の
極
致
」
(
i
l
b
e
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｎ
ｇ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)



三
五

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
（
一
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

へ
と
組
み
こ
ま
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
折
角
シ
ラ
ー
や
ゲ
ー
テ
を
も
越
え
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸

術
の
崇
高
美
に
迫
っ
た
成
果
を
見
損
な
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
名
著
『
ゲ
ー
テ
』
二

九
一
六
年
）
を
物
し
た
グ
ン
ド
ル
フ
は
、
決
し
て
こ
の
成
果
を
見
損
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
資
料

②
の
㈲
に
掲
げ
ま
し
た
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
多
島
海
』
（
一
九
一
一
年
）
と
云
う
論
文
で
、
ゲ
ー

テ
学
の
大
家
は
見
抜
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
（
一
八
〇
八
年
／
一
八

三
二
）
の
ギ
リ
シ
ア
像
は
、
詩
人
の
骨
肉
が
体
現
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
外
か
ら
眺
め
回
さ
れ
た

も
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
八
〇
〇
年
に
成
っ
た
『
多
島
海
』
(
Ｄ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｉ
ｐ
ｅ
ｌ
ａ
ｇ
ｕ
ｓ
)
に
は
、

「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
の
血
か
ら
生
ま
れ
た
映
像
」
（
V
i
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
｡
　
Ｇ
ｅ
ｂ
ｕ
ｒ
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｎ
　
B
l
ｕ
芭

が
息
吹
い
て
い
る
、
と
中
し
て
お
り
ま
す
。

　
因
み
に
グ
ン
ド
ル
フ
は
そ
こ
で
バ
イ
ロ
ン
の
『
ハ
ロ
ル
ド
』
（
一
八
一
二
年
）
に
も
言
及
し
、

こ
れ
を
「
旅
行
案
内
書
を
手
に
、
詩
情
あ
る
浪
漫
主
義
へ
と
心
高
ぶ
ら
せ
た
英
国
人
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
i
n
ｓ

Ｐ
ｏ
ｅ
t
i
ｓ
ｃ
ｈ
-
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
ｇ
ｅ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
ｔ
ｅ
　
Ｂ
ｒ
i
ｔ
ｅ
　
m
i
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
　
i
n
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｄ
）
と
評
し
て
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
画
然
と
区
別
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
私
達
は
キ
ー
ツ
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
を

考
察
す
る
場
合
に
も
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
ハ
ロ
ル
ド
』
（
9
1
1
d
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｏ
ｌ
ｄ
)
よ
り
は
、
む
し
ろ
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
単
な
る
観
察
者
で
も
熱
狂
家
で
も
な
い
、
と
言
う
点
が
、
古
典
芸
術
と
両
詩
人
と
を
結
ん
で
お

り
、
正
に
「
純
粋
な
明
る
さ
」
の
証
左
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
様
な
詩
人
の
在
り
方
が
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
（
一
八
〇
一
年
）
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
資
料
圓
の
㈲
で
す
。

詩
人
は
古
典
の
明
る
き
鏡
に
も
紛
う
浄
ら
な
水
面
か
ら
「
神
聖
な
る
目
覚
め
（
置
箭
呂
・
ぼ
～
）

の
水
を
飲
み
ほ
し
」
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
「
な
お
霊
に
充
ち
溢
れ
過
ぎ
て
い
る
(
ｄ
ｅ
ｓ

P
i
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｚ
ｕ
　
ｖ
ｏ
Ξ
）
と
あ
り
ま
す
。

　
恐
ら
く
同
様
の
脈
絡
が
、
次
の
資
料
②
の
㈲
に
示
し
ま
し
た
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
』
第
四
四
句
と

第
四
五
句
に
現
わ
れ
て
い
よ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
典
雅
沈
静
の
美
に
直
面
し
、
深
い
沈
黙
の
淵

へ
と
詩
人
の
意
識
は
降
り
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
こ
の
第
四
四
句
で
「
思
い
」
（
Ｆ
莽
～
）
と
訳
さ
れ

て
い
る
所
は
、
む
し
ろ
そ
の
前
の
『
ド
イ
ツ
の
歌
』
第
二
Ｉ
句
の
英
訳
を
考
え
併
せ
、
ガ
イ
ス
ト

（
９
ｒ
’
）
と
読
み
込
み
た
い
所
で
す
。
ま
た
更
に
「
牧
歌
」
（
第
四
五
句
）
と
あ
り
ま
す
所
も
、

キ
ー
ツ
の
詩
歌
が
類
ま
れ
な
響
き
の
良
い
芸
術
品
で
あ
る
点
を
重
視
し
ま
す
な
ら
、
そ
の
辺
の

田
園
牧
歌
よ
勺
は
む
し
ろ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
六
番
(
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
a
l
ｓ
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
)
を
念
頭
に

置
き
、
そ
こ
の
資
料
②
の
㈲
に
併
せ
記
し
て
お
き
ま
し
た
シ
ラ
ー
の
牧
歌
論
の
表
現
を
活
用
す
べ

き
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
は
「
一
言
で
申
せ
ば
、
も
は
や
今
二
度
と
桃
源
郷
(
Ａ
ｒ
ｋ
ａ
ｄ
ｉ
ａ
)
　
へ
は
戻

れ
ぬ
人
間
を
、
至
福
の
島
（
四
回
目
ブ
に
ま
で
導
く
牧
歌
）
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
も
し
浪
漫
風
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
牧
歌
の
次
元
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
キ
ー
ツ
の
円
熟
期
の
作
品

を
掴
む
と
し
ま
す
と
、
こ
の
純
粋
な
二
人
の
詩
人
は
シ
ラ
ー
の
云
う
「
至
福
の
島
」
と
は
無
縁
な
、

単
な
る
無
垢
な
「
桃
源
郷
」
の
住
人
に
過
ぎ
な
く
な
り
ま
す
。
殊
に
僅
か
二
十
三
歳
の
若
さ
で
『
ギ

リ
シ
ア
の
壷
』
を
歌
い
上
げ
た
キ
ー
ツ
に
関
し
て
は
、
こ
の
疑
念
を
抱
き
易
い
も
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
前
に
シ
ラ
ー
が
居
た
よ
う
に
、
キ
ー
ツ
の
前
に
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
お
り
ま

し
た
。
そ
し
て
十
分
こ
の
先
輩
の
業
績
を
キ
ー
ツ
は
知
っ
て
お
り
、
御
手
元
の
資
料
問
の
㈲
に
示

し
ま
し
た
一
八
一
八
年
五
月
三
日
付
の
書
簡
に
お
い
て
、
精
神
史
発
展
の
三
段
階
説
を
述
べ
、

「
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
ミ
ル
ト
ン
よ
り
深
い
」
（
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
w
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
　
i
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｅ
ｐ
ｅ
ｒ
　
ｔ
ｈ
ａ
ｎ
　
M
i
l
ｔ
ｏ
ｎ
)
と
評
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
『
失
楽
園
』
（
一
六
六
七
年
）
に
描
か
れ
た
言
わ
ば
、
「
桃
源
郷
」
を
想
わ

せ
る
「
楽
園
」
と
は
異
な
り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩
歌
『
テ
ィ
ン
タ
ン
僧
院
』
に
は
新
た
な
「
神
秘

の
重
荷
」
’
（
Ｂ
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｍ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ
)
が
加
わ
り
、
一
層
と
重
厚
な
次
元
か
ら
「
至
福
の
島
に

ま
で
導
く
牧
歌
」
が
成
立
し
て
い
る
と
言
う
も
の
で
す
。

　
問
題
を
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
に
移
し
ま
す
と
、
無
垢
で
敬
虔
な
感
情
に
満
ち
た
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク

の
方
が

の
『
救
世
主
』
二
七
四
八
－
七
三
年
）
よ
り
は
、
シ
ラ
ー
の
思
想
詩
(
Ｇ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
i
k
)

深
い
と
申
せ
ま
す
。
確
か
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
言
う
絶
対
空
間
と
か
絶
対
時
間
が
仰
ぎ
見
ら

れ
た
時
代
は
終
わ
り
、
カ
‘
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
よ
り
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
と
共
に
、
そ
の
限
界

が
明
ら
か
に
さ
れ
、
更
に
ゲ
ー
テ
の
『
色
彩
論
』
（
一
八
一
〇
年
）
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理

学
の
非
人
間
性
が
暴
露
さ
れ
ま
す
。
こ
の
様
に
自
然
本
性
へ
の
認
識
の
深
ま
り
ゆ
く
啓
蒙
と
革
命

の
時
代
に
、
そ
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
が
掘
り
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。

③
「
無
媒
介
直
接
の
神
(
Ｄ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ヨ
ー
ぼ
Ｉ
ｇ
『
ｅ
　
Ｇ
ｏ
巳
一
神
眼
の
直
下
（
⊂
⊃
ａ
Ｑ
ユ
ー
ー
ヨ
ヨ
ｅ
ｄ
ｉ
-

　
ａ
ｔ
ｅ
ｍ
ｌ

　
只
今
参
照
い
た
し
ま
し
た
資
料
問
の
㈲
で
キ
ー
ツ
が
申
し
ま
す
精
神
史
の
第
二
段
階
、
つ
ま
り

中
間
地
帯
に
「
世
如
の
思
想
」
(
Ｍ
ａ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
-
Ｔ
ｈ
ｏ
ｕ
ｇ
ｈ
ｔ
)
が
花
咲
い
て
お
り
、
こ
れ
を
詩
人
は
「
永

遠
に
楽
し
い
」
(
ｆ
ｏ
ｒ
　
ｅ
ｖ
ｅ
ｒ
　
i
n
　
ｄ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｈ
ｔ
）
と
語
り
ま
す
。
当
然
こ
れ
が
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

に
結
び
つ
く
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
「
楽
園
」
の
如
き
姿
は
、
就
く
「
宗
教
改
革
」
(
Ｒ
ｅ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
)

の
精
神
で
眺
め
ら
れ
ま
す
。
次
の
資
料
㈲
の
㈲
に
引
用
い
た
し
ま
’
し
た
前
述
の
書
簡
の
続
き
が
こ

の
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
即
ち
「
処
女
の
思
想
の
部
屋
」
と
も
言
え
る
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」

は
、
正
に
「
神
の
無
媒
介
直
接
な
眼
の
直
下
」
（
ｕ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
ｕ
n
m
i
ｔ
ｔ
ｅ
ｌ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ａ
ｕ
ｅ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｓ
.
Ｈ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
邑

に
お
い
て
厳
粛
な
眼
指
で
以
て
見
据
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。



外
国
、
就
く
ギ
リ
シ
ア
本
国
で
は
、
「
エ
ル
ギ
ン
の
略
奪
」
と
呼
び
、
今
な
お
返
還
を
要
求
し
て

い
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
も
一
理
あ
り
、
本
来
そ
れ
ら
は
清
澄
な
ギ
リ
シ
ア
の
青
空
の
下
、
そ
れ
ら

の
古
里
で
あ
る
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
な
ど
に
安
置
さ
れ
る
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が

ら
当
時
ギ
リ
シ
ア
の
僻
か
で
、
一
体
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
か
「
ギ
リ
シ
ア
の
壷
」
が
渇
き

求
め
ら
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
？

　
む
し
ろ
「
エ
ル
ギ
ン
大
理
石
」
は
、
キ
ー
ツ
の
よ
う
な
純
粋
な
詩
魂
に
担
わ
れ
て
、
始
め
て
そ

の
本
来
の
真
価
が
問
わ
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
す
。
実
は
一
八
〇
二
年
よ
り
一
八
コ
ー
年
に
か
け

て
ロ
ン
ド
ン
に
運
び
込
ん
だ
エ
ル
ギ
ン
自
身
も
、
キ
ー
ツ
程
に
古
典
芸
術
の
真
善
美

(
Ｋ
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
t
ｈ
ｉ
ａ
)
に
推
参
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
一
八
ニ
八
年
に
大
英

帝
国
は
全
く
の
安
値
で
買
い
上
げ
、
博
物
館
に
て
一
般
公
開
と
し
た
の
で
す
が
、
当
時
の
人
々
の

審
美
眼
に
は
殆
ん
ど
働
き
か
け
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
時
代
の
趣
味
は
、
む

　
　
　
　
　
　
よ
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
χ

し
ろ
半
ば
身
を
挨
ら
せ
た
「
ミ
ロ
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
」
(
Ｖ
ｅ
ｎ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
　
M
i
l
o
)
の
媚
態
の
方
に

高
い
関
心
を
払
っ
て
お
り
、
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
よ
り
は
、
そ
の
都
市
国
家
解
体
後
の
時
期
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
の
方
が
優
勢
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
点
キ
ー
ツ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
共
に
時
代
の
趣
味
に
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
な
き
心
眼
で
以
て
、

古
典
芸
術
の
目
眩
め
き
「
純
粋
な
明
る
さ
」
（
Ｒ
回

古
典
芸
術
の
目
眩
め
き
「
純
粋
な
明
る
さ
」
（
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
に
触
れ
驚
嘆
し
た
模
様
で
、
実

は
こ
の
証
左
が
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
に
寄
す
る
頌
歌
（
Ｆ
い
）
』
（
一
八
一
九
年
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

従
い
ま
し
て
当
作
品
の
詩
歌
象
徴
を
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
「
純
粋
な
明
る
さ
」
と
切
り
離
し
て
、

言
わ
ば
作
品
内
の
み
解
釈
(
ｔ
ｅ
ｘ
ｔ
ｉ
ｍ
ｍ
ａ
ｎ
ｅ
ｎ
t
ｅ
　
I
n
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
t
ｉ
ｏ
ｎ
)
　
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
ど
う
し

て
も
物
足
り
な
さ
を
拭
い
去
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
(
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
)
が
中
央
部
に
て
高
ら

か
に
歌
い
上
げ
ら
れ
ま
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
一
八
〇

一
年
）
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
具
体
的
に
そ
の
第
四
節
以
下
を
、
資
料
剛
の
㈲
で
御
覧
下
さ
い
。

句
）
か
ら
、
こ
ち
ら
へ
突
入
し
て
来
ま
す
。
詩
人
は
重
ね
て
第
六
九
句
に
て
、
こ
の
魂
の
古
里
ギ

リ
シ
ア
の
神
々
の
世
界
を
「
清
く
澄
ん
だ
」
（
Ｅ
Ｉ
）
と
呼
び
、
キ
ー
ツ
の
言
う
「
純
粋
な
明
る

さ
」
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
引
き
続
く
第
五
節
で
は
、
そ
の
第
七
四
句
で
「
余
り
に
明

る
く
」
（
～
ぼ
Ξ
、
そ
し
て
「
目
眩
め
く
」
（
～
Ｆ
乱
・
乱
）
と
形
容
し
た
後
に
続
く
第
八
三
句

に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
が
「
あ
か
ら
さ
ま
に
啓
き
示
さ
れ
た
も
の
た
ち
」
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｂ
ａ
ｒ
ｅ
ｎ
)

と
し
て
現
わ
れ
る
様
が
歌
わ
れ
、
そ
の
姿
を
第
八
一
句
に
て
「
真
実
」
（
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
と
表
現
し

Ξ
ぺ

V
Ａ
＾
'
＾
m

　
Ｐ
Ｔ
Ｉ
Ｒ
Ａ

(
"
Ｔ

Ａ

Ｋ
"

Ａ

Ｈ

Ａ

Ｑ
Ｔ
Ｔ
Ｔ
~
1

て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ
ー
テ
イ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
χ
χ
　
レ
ー
テ
ー

｀
吐
所
の
「
真
実
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
真
実
」
{
'
Ａ
Ｘ
Ｍ
ｓ
t
ａ
}
の
文
字
通
り
、
隠
れ
（
忿
ぶ
）

な
き
あ
か
ら
さ
ま
な
姿
と
読
み
取
れ
、
眼
目
は
次
の
資
料
田
の
㈲
に
引
用
し
ま
し
た
キ
ー
ツ
の
詩

歌
冒
頭
の
言
葉
で
、
「
忘
却
の
河
（
忿
ぶ
）
　
へ
は
決
し
て
赴
い
て
は
な
ら
ぬ
」
(
Ｎ
ｏ
｡
　
ｎ
ｏ
｡
　
ｇ
ｏ
　
ｎ
ｏ
ｔ

ｔ
ｏ
　
Ｌ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
｡
　
｡
し
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
本
題
の
『
ギ
リ

シ
ア
の
壷
』
の
結
句
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
資
料
剛
の
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
一
見
し
た
所
、

教
訓
詩
の
落
ち
の
よ
う
な
形
で
、
「
美
は
真
実
、
真
実
が
美
。
こ
れ
が
全
て
」
(
Ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｔ
ｙ
　
i
ｓ
　
ｔ
ｒ
ｕ
ｔ
ｈ
｡

ｔ
ｒ
ｕ
ｔ
ｈ
　
ｂ
ｅ
ａ
ｕ
ｔ
ｙ
｡

―

ｔ
ｈ
ａ
ｔ
　
i
ｓ
　
a
l
l
）
と
第
四
九
句
に
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
も
し
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神

殿
に
由
来
す
る
古
典
芸
術
を
「
忘
却
の
河
」
に
沈
め
、
白
け
た
日
常
意
識
を
鉄
面
皮
に
も
前
面
に

押
し
出
せ
ば
、
こ
れ
は
恐
ら
く
単
な
る
教
訓
の
落
ち
へ
と
下
落
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が

ｌ
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
ｓ
　
ア
レ
ー
テ
イ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｑ
　
９

き
あ
か
ら
さ
ま
な
真
実
{
'
Ｋ
ｋ
Ｍ
ｅ
t
ａ
}
の
姿
で
、
古
典
美
は
キ
ー
ツ
に
よ
り
「
純
粋
な
明
る
さ
」

を
帯
び
て
掴
ま
れ
ま
し
た
。
「
美
は
真
実
、
真
実
が
美
」
と
同
語
反
復
さ
れ
、
純
粋
な
詩
魂
が
直

　
　
　
　
χ
ｓ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
ド
ス

面
し
た
現
実
を
概
念
化
し
ま
す
。
「
美
」
は
プ
ラ
ト
ー
ン
風
に
語
れ
ば
「
真
実
の
形
相
」
(
Ｅ
ｌ
Ｓ
ｏ
ｒ
)

つ
ま
り
「
イ
デ
ア
ー
」
（
―
―
）
に
他
な
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
識
べ
の
姿
に
具
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
幼
き
日
よ
り
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
な
ど
を
介
し
、
キ
ー
ツ
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
魂
の
古
里

と
し
て
探
し
求
め
て
い
た
時
空
が
、
此
所
に
「
ギ
リ
シ
ア
の
壷
」
あ
る
い
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ

ア
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
各
々
の
国
の
言
葉
に
よ
り
高
ら
か
な
抒
情
の
調
べ
と
な
り
、
伝
来
の
古
典

美
と
近
代
詩
人
と
の
稀
有
な
出
会
い
を
形
造
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

現
実
に
は
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
が
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
に
聳
え
立
つ
如
く
、
隠
れ

　
レ
ー
テ
ー
　
Ｘ

（
Ａ
≫
t
？
i
;
)
な

②
「
神
聖
な
る
覚
醒
」
（
工
e
i
l
i
g
Z
ｕ
ｃ
ｈ
t
ｅ
r
ｎ
:
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｙ
　
Ｓ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
)

　
と
こ
ろ
で
通
常
キ
ー
ツ
た
ち
の
よ
う
な
純
粋
な
詩
魂
を
論
じ
る
際
に
、
と
か
く
力
点
を
置
か
れ

ま
す
の
が
、
自
然
あ
る
い
は
客
体
と
の
甘
美
な
合
一
感
情
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
先
の
資
料
剛
の

㈲
Ｒ
関
し
て
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
一
節
、
つ
ま
り
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
第

一
巻
二
七
九
七
年
）
　
の
第
一
四
書
簡
が
、
「
至
高
善
　
…
　
唯
一
に
し
て
全
て
　
…
　
美
　
…

お
お
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
、
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
、
神
々
し
き
存
在
よ
！
」
と
、
言
わ
ば
「
美
の

理
想
主
義
」
(
ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
I
d
e
a
l
i
ｓ
m
邑
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。

　
そ
し
て
同
様
な
調
子
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
ー
」
(
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
!
)
と
読
め
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
そ
う
し
ま
す
と
、
結
局
ハ
イ
ム
が
前
世
紀
に
『
ロ
マ
ン
派
』
二

八
七
〇
年
）
で
申
し
ま
し
た
「
浪
漫
詩
文
の
傍
系
」
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｔ
ｅ
ｎ
t
ｒ
ｉ
ｅ
ｂ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｏ
ｍ
ａ
ｎ
ｔ
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
i
e
)



三
七

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
一
巻
　
こ
九
九
二
年
）
　
人
文
科
学

付
録
:
　
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
ｍ
Ｚ
Ｈ
Ｃ
こ
一

　
　
　
　
二
九
九
〇
年
一
〇
月
二
七
日
、
日
本
独
文
学
会
・
平
成
二
年
度
・

　
　
　
　
秋
季
研
究
発
表
会
、
鳥
取
大
学
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り
。

　
　
　
　
Ａ
ｕ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
Ｋ
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ａ
-
Ｓ
ｙ
ｍ
ｐ
ｏ
ｓ
i
ｕ
ｍ
　
b
e
i
m
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｂ
ｓ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｏ
ｎ
Ｉ

　
　
　
　
ｇ
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
e
l
l
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
ｆ
ｉ
ｉ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｒ
m
a
n
i
ｓ
ｔ
i
k
　
ａ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ

　
　
　
　
Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
i
ｔ
ａ
ｔ
　
Ｔ
０
ｔ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
２
７
.
　
Ｏ
ｋ
ｔ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
　
１
９
９
０
）

一
＾
Ａ
Ｓ
Ｓ
一
〇
一
‥
‥
’
Ｃ
一
‥
｛
ｙ

－
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
」
－

－
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
i
n
ｓ
　

。
ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
”
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｅ
ａ
ｔ
ｓ
　

。
ｓ
ｒ
ｉ
ｅ
ｃ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｕ
ｒ
ｎ
ｅ
”
　
―

　
　
高
　
橋
　
克
　
己

Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
｡
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
r

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
第
4
1
巻
、
横
組
〕
　
　
　
　
　
　
一
　
（
苔
頁

剛
「
純
粋
な
る
明
澄
」
(
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
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魂
の
情
感
部
分
の
清
澄
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(
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
T
e
i
l
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
:
　
Ｐ
ｕ
ｒ
i
t
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ

ｐ
ａ
ｓ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｔ
ｅ
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｏ
ｕ
l
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
（
3
3
）
頁
一
六
（
3
2
）
頁

※
当
の
全
国
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
『
Ｋ
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ａ
の
諸
相
』
と
題
し
、
こ
の
『
Ｐ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｉ
Ｏ

Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ａ
ｊ
の
前
に
、
ま
ず
『
十
八
世
紀
中
葉
よ
り
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
』
の
概
論
が
あ
り
、

こ
れ
に
続
き
『
十
八
世
紀
中
葉
に
お
け
る
カ
ロ
カ
ガ
テ
ィ
ア
論
議
』
、
『
ゲ
ー
テ
の
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ

エ
に
お
け
る
真
善
美
の
基
底
』
、
『
シ
ラ
ー
の
「
美
し
き
魂
」
再
考
』

件
の
問
題
提
起
の
後
に
活
発
な
質
疑
応
答
の
全
体
討
論
と
な
っ
た
。

が
口
頭
発
表
さ
れ
、
以
上
五

　
　
は
じ
め
に

　
今
回
カ
ロ
カ
ガ
テ
イ
ア
に
関
す
る
最
後
の
発
表
で
取
り
上
げ
ま
す
の
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
キ

ー
ツ
で
あ
り
ま
す
。
敢
て
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
を
も
関
連
さ
せ
る
理
由
と
致
し
ま
し
て
は
、
既
に
こ

の
「
キ
ー
ツ
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
」
と
い
う
主
題
に
関
し
、
イ
ギ
リ
ス
ー
ロ
マ
ン
派
学
会
創
立
十
周

年
記
念
論
集
（
一
九
八
五
年
）
に
英
文
学
会
の
筋
よ
り
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
此

所
で
一
つ
新
た
に
独
文
学
会
の
筋
よ
り
両
詩
人
を
扱
い
直
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
恐
ら
く
「
ロ

マ
ン
派
」
と
い
う
限
定
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
英
文
学
会
の
成
果
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
未
だ

長
編
小
説
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
（
冴
罵
気
§
）
段
階
で
し
か
扱
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
更
に
古

典
ギ
リ
シ
ア
と
の
関
連
も
不
分
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
独
文
学
会
と
致
し
ま
し
て
は
真
善
美
の

理
想
に
焦
点
を
あ
て
た
上
で
、
そ
の
明
る
く
澄
ん
だ
光
の
下
に
始
め
て
問
わ
れ
う
る
本
質
を
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
後
期
の
大
作
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
』
（
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
）
や
、
キ
ー
ツ
の
円
熟

し
た
力
作
『
ギ
リ
シ
ア
の
壷
に
寄
す
る
頌
歌
』
（
ｏ
ｄ
ｅ
　
ｏ
ｎ
　
ａ
　
Ｇ
ｒ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｎ
　
Ｕ
ｒ
ｎ
）
に
探
っ
て
み
た
い
と

思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
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」
(
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
:
　
Ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｅ
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そ
れ
で
は
御
手
も
と
の
資
料
冒
頭
を
御
覧
下
さ
い
。
ま
ず
取
り
上
げ
ま
す
の
が
、
そ
の
剛
に
掲

げ
ま
し
た
「
純
粋
な
明
る
さ
」
（
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
)
で
す
。
こ
の
言
葉
の
典
拠
は
、
そ
の
資
料
剛

の
㈲
に
示
し
ま
し
た
。
即
ち
そ
れ
迄
キ
ー
ツ
は
透
明
度
の
低
い
ホ
ー
プ
の
英
訳
で
し
か
ホ
メ
ー
ロ

ス
の
天
地
神
々
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
チ
ャ
″
プ
マ
ン
の
訳
業
に
触
れ
、
古
典
ギ
リ
シ
ア

の
「
純
粋
な
明
る
さ
」
（
ｐ
ｕ
ｒ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｅ
)
　
へ
と
目
を
開
か
れ
た
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
一
八
一
七
年
に
キ
ー
ツ
は
幸
運
に
も
、
本
物
の
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に

触
れ
、
資
料
田
の
㈲
に
挙
げ
ま
し
た
別
の
詩
歌
『
エ
ル
ギ
ン
大
理
石
を
見
て
』
（
ｏ
ｎ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
　
ｔ
ｈ
ｅ

Ｅ
ｌ
ｇ
ｉ
ｎ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｂ
ｌ
ｅ
ｓ
)
を
物
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
英
国
博
物
館
の
宝
物
を
、
ド
イ
ツ
な
ど
諸
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