
Ｌｅ≪Demiurge des sages grecs≫(Schiller≪La Legation de Moise≫工790) et le ≪Dieu

　　＼　　supreme≫(Holderlin≪Pain et ｖin≫1800-1801. Vers 23）
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　まず神話上ゼウスに結びつく「至上の神」は，思想史上デ¬ミウールゴスとしても考量され得る。なかんずく啓

　蒙期18世紀シラーが『モーセの使命』で造物主デーミウールゴスを話題にした点は重要で，ここで彼は「純粋な

　理神論」の知性概念に適合する創造神としてそれを理解している。これがヘルダーリンの言う「より本来的なゼ

　ウス」に相当することは明らかで，当論ではこの面から探求を始め，この際ギリシア語文献（ユダヤ人プイロー

　ン，新プラトーン派やヘルメース文書，さらにギリシア教父も含む）におけるデーミウ六－ルゴスにも言及する。

　耳olderlins 。obers七er Ｇｏ仕“(V.23), der den aufklarerischen Heinse ｍ比。klarem Auge“(V.25)。sehr lie-

　beび(V.23), erinnert uns nicht nur an den olympischen Zeus, sondern auch an ｄｅｎ。Demiurgos der grie-

　chischen Weisen“， den Schiller fiir den 。wahren Ｇｏ比“皿七er dem deistischen Gesichtspunkt in seiner

　｡Sendung Moses“(1790) ha比. In Ｐｌａ七〇ｎｓ。Timaios“(29A) aber bedingen sich gegenseitig die 。schone Ｗｅ比

　（Ｋｏｓｍｏｓ）“undihr｡guter Werkmeister (Demiurgos)“, obwohl er das Weltall im Hinblick auf die ｡paradig-

　matischen Ideen“(28C) ausformt:。EN KAI ｎＡＮ“（｡Eines und Alles“ im V.84 von｡Brod und Wein“). Im

　Gegensatz zu diesem 。schon-guten“ Ideal der griechischen Kalokagathia spielt Schillers rationalisierter

　Demiurgos die hegemonisch dik七atorische Rolle eines biblischen Schopfers: 。Woher is七die Such七denn /

　口nter den Menschen, dafi nur Einer und Eines nur ｓei?“(HSlderlin ｡Wurzel alles 廿bels“ 1799). Solch eine

　｡Wurzel alles Ubels“ kommt zum unvermeidlichen SchuldbewuBtsein von groBer Tiefe im 。Einzigen“（1.

　Fas. 1801f.) Holderlins: 。Ich weifi es aber, eigene Schuld / Ists! Denn zu sehr, / 0 Christus! hang' ich an

　diｒ“(V.48-50). Konnte ｡nur Einer“，wie z.B. Christus sein und andere als Damonen vom 。Gottesstaat“(ci-

　vitate Dei) eines AueustinusC354-430) ausschlieBsn, wurde er sonnenhell in Holderlins 。seeligem Grie-

'chenland“(V.55) herrschen: 。０Ｇｏ仕!Du bist allein des Alles Grund! / Du, Sonne｡biｓ七das MaaB der

ungemessnen Zeit, / Du bleibst in gleicher Kraft und stetem Mittas stehen“(Haller｡Unvollkommenes Ge-

dicht iiber die Ewigkeit“ 1736. V.76-78). Derlei himmlisohe ｡Sonne“, die zwar dem 。obersten Gott“ und dem

｡Demiurgos der griechischen Weisen“ korrespondiert, verfinster七sich gerade im voUen Ernst der

｡verschwiegenen Brust“(V.85) des Dichters von ｡Brod und Wein“. Nun fragt Holderlin nach seinem 。Ein-

zigen“:｡Oder er kam auch selbs七……“(V.107). Vielmehr laBt｡ｅｒ“sich mit dem weiBen Mondschein verglei-

chen, der im noch blauen Himmel der Sonnenfinsternis unvermerkt erscheint. Ahnlich wie 。ｅｒ“(V.107),

namlich 。des Hochsten / Sohn“(V.155f.) wirk七die heiligste Quelle auf den lyrischen Gedankengang von

｡Brod und Wein“ eben ｡verborgen“ ｅｉｎ:。Deus abscondituぐにJesais“ 45.15). Mit diesem verborgen wirken-

ｄｅｎ｡Hochsten“ kontrastiert der ｡oberste Gott“, der wie der｡Demiurgos der grieohischen Weisen“ offen

an den Ｔａｇ七ｒi比Was die Pla七〇nische Philosophie betrifft, entspricht die 。Idee des Guten“（｡Staat“ 508E）

ｄｅｍ↓.Hochsten“, die一｡jenseits des Seins“(509B) Plotinos(204-269)｡Eins“(EN) in 。Enne･ades“(6.9.5) nennt:

｡Ｆｅｓ七bleib七Eins“（｡Brod und Wein“ V.43). Auf der anderen Seite hat das verborgene Adyton seinesglei-

chen im 。Unsaglichen“（ＡＨＯＰＰＨＴＯＮ），daｓDamaskios(463-ca.533パｎ seinen ｡Aporien und Losungen der

Ersten Prinzipien“ gerade 。jenseits des Einen(EN)“stellt. Holderlin ordnet also seinen 。obersten Ｇｏtぴ

als Demiurgos dem 。Einen“（ＥＮ）ｕｎｄdem 。Unsaglichen“（ＡＩＩＯＰＰＨＴＯＮ）ｉｎ。Brodund Wein“ unter.
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　Holderlin confronte les mysteres illumines de Dionysos dans la ≪Grece bienheureuse≫(vers

55) de≪Pain et ｖinヵ(1800,1801)ａｖec les tendances modernes de rEurope chretienne ≪dans ce

temps d'omdre miserable〉バvers 122):≪Le sommeil sonvent me parait moins lourd que cette

veille sans compagnon, cette fievreuse attente 二 Ahl! que dire知加ｒ? Que ｆａ廿己?Je ne sais plus,

― et pourquoi, dans ce temps d'ombre miserable, des poetes? Mais ils sont, nous dis-tu, pareils

aux saints pｒ飢res du dieu des V鎗nes, vaguant de terre en terre au long de la nuit sainte.≫(ｖeｒS

119-124: Qiluvres. Ｇａ↓limard↓967･ p,8↓3). n y un dialogue i元erieur entre !'ami des ≪Hymnes a

la Nｕ此回aout 1㈲O)de I'ame ｒｏ皿antique appeleeﾄ牡disparai臨丿くか↓afleur deﾚ↓'age en mars 18肘

et≪Heinse, le celebre auteur d'Ａｒｄｉｎｇ臨註'o(1787)≫avec la be聯ぺS白renite d･ans la vieillesse≫:

≪Heinse, le celebre auteur d'Åｒｄｉｎｇｈｅｌｌｏ　estegalement avec ｎ叩s. C'est vraiment un homme

tout a fait parfait. Rien de plus beau qu'une telle S6ｒ白nitedans la vie胆esse.≫(Lettre de

Holderlin a son frere le 6 aout 1796: CEuvres d頻叩√p.392). Suiv顛t l'≪Artｐ･oetique≫(novembre

1882) du symboliste, cette≪serenite≫apollinienne n'est ｒi印本c肌白des horizons romantiques

d'un Novalis(1772-18叫):≪Car nous voulons la Nuance encor, (↑3/↓4)Pas la Couleur, rien que la

nuance!≫(Verlaine: CEuvres poetiques completes. Gallimard 坤62. p.32牡Neanmoins, le poete

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　　　　　　　人�die son chef-d'ceuvre des idees a Heinse et Γinitie tutoyant au Saint dionysiaque: ≪0 miracle,

6 faveur de la Nuit sublime! …C'est 日血si qu' elle meut le 扉ぐ)れdeet」ﾌﾞ乱me｡d頑………hommeschargee

d'esperance, les sages meme n'out point l'intel↓igencede ses desseins, car tｅ卜estle vouloir du

Dieu supreme qui t'aime de grand amour, et c'est pourquoi plus qu'elle encor !e jour t'est cher

ou regne ta pensee. Mais parfois le↓impide regard hよmeme goute Γombre, et devancant l'heure

11 quete le sommeil comme une volupte≫(≪Pain et Vin≫ veΓμ㈲6: CEuvresφtees, p.808).

　Le≪Dieu supreme≫(vers 23), une divinite protectrice de ﾚ打einse de ≪limpi面regard≫(vers

25), fait contraste avec le ≪fils du Tres-Haut〉〉(vers 155-↓56) dans les rayons crepusculai-

ｒeS:≪Mais le fils du Tres-Haut, durant la longue attente, le Syrien descend comme un porteur

de torche parmi les ombres; des sages bienheureux le voient; d'un sourire leur ame prisonniere

s'etoile, et la tiede clarte ranime leurs yeux m6付卜心Ｐａ出乱ﾉｖinメリers 155寸58:でEuvres c北石亀

p.814). Celm-ci correspond bien au ≪paisible Genie≫(ｖeｒS 129) a la ≪fin du Jour≫ des dieux

grecs:《:<Quand, derniere Presence, un paisible Genie aux divines paroles consolatrices, eut

annonce la fin du Jour et disparu≫　(≪Pain et ｖin≫vers 129-130: CEuvers citees. p.813).

L'essentiel, c'est le ≪Dieu cache≫(≪Isaie≫45,15) d・ｎ乱1s'agitン尚哨討'airinterrogatif au milieu du

passage du Jour grec a la Nuit 卵ropeenne de べce temps d'･ombre miserable朧(vers 122):≪Et

pourquoi done un dieu ne grave↓il plus le fｒ皿tdeΓｈｏｍｍｅｄｏｍｍｅjadis, et scellant de son

sceau celui qu'il a saisi? Oder er kam auch selbst (Ou il venait皿ssi lui-meme) et prenant forme

humaine a la divine 昆te ll donnait fin, consolateur.≫(≪Pain et Vin≫ vers↓05-108: CEuvres citees.

p.812; StA 2.93). II est de toute premiere i血p帽ﾕance qｕeﾀﾞle･ﾉう如nom pers面如1し≪eｒ≫｢①」ｱait

seulement allusion au Crucifie sans avoir l'air d'y toucher: ≪Mais ll se vida lui-血色me, prenant

condition d'esclaveバ7/8) 1ビhumilia plus encoiﾌﾟe,obeissant iusc紅白ａ mort sur une croixト(≪La

Bible de Jerusalem≫Cerf-Desclee 1979･ p.1824二岫匹re aｕχよ㈲lippiens≫ 2.7-8)バ1 en resu比e

que le Sacre-Cceur du Crucifie tragique est intimement 1爆avec les heros二面peles eトｐφΓ吋

s'oppose au royaume brillant du ≪Dieu supreme≫.　　　　　　＼し

　11 nous convient d'associer le《くDieusupreme≫d'abord au Zeus olympien que Holderlin g白nera-

lise dans ses〈Remarques sur Antigone〉･>(1804):≪nous ｖiｖｏｎsﾄsφusle regne dｕﾄZeus qui est plus
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propremenトlui-meme, ce Zeus qui non seulement erige une limite entre cette et le monde

farouche des mor亀mais encoｒｅ foｒｃｅpi臨ｓｄｅｃｉｓiｕｉｍｅｎtﾉｕｅｒｓ　la　tｅｒｒｅl'elan panique eternelle-

ment hostile a rhomme, l'elan toujours en chem鋤vers r:autre monde≫でCEuvres心卵s. p.963).

Ｕｎしtel ≪elan panique (Naturgang) en chemin vers 1'乱廿e monde≫づStA 5.269) est leニ≪grand

Dest鋤≫(ｖｅｒS 62卜au sommet deへ1a≪Grece bienheureus砂ｅｎ＼ぽccord avec la Passion ･tragiquや du

Crucifie prenant forme d'esclave dans le vers 107 de ≪Pain et V此≫ヤヅest la position extreme,

belle qui S'ｅ幄exprimee dansア'hedre (1677) et dans leｓＰｅｎｓｅｅｓ(1670) ... , tellee･st la･ situation

paradoχale, et exprimable seulement par d叩μ皿doxes, de rhomme tragique.≫(Lucien Gold-

mann≪Le dieu cache≫Gallimard 1955.トp.65). De tｏ八e evidence l'au廠組ｒ＼dｕソDieu cache≫

conteste la veri俑dｕぺDieu≫de 1'≪ordre des choses≫ (Lettre de工)escartesﾕe 6 octobre↓645):≪Le

Dieu cartesien n'intervient danｓ　le　ｍｅｃａｎｉｓｍｅｒａtｉｏｎｎｅｌdumonde que pour le mantenir a l'exi-

stence口面fois qu' il 1'a creea此此rairement. Co血ｍｅΓa dit Pascal, sa seule fonction est deハ,don-

ner une chiquenaude pour me恍re le monde en mouvement≒ｿﾞ卸res quoi il n'a plus rien a faireレ

Soyons exacts, chez Descartes, Dieu etablit encore↓as 101s＼dｕ monde a l'instant de la creation,

卵１ｅ maintient ensuite tel quel ら l'existenceトMais Pascal aしraison den贈liger:cette creation

arbitraire des verites eternelles, …(p.39∧p･.41)………,･Le ･ｒ･ationa･liste voul･ait bien voir en Dieu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　I　.・　　　・ /l'auteur des。Ｖ白rites eternelleが, qui avait cree le monde e七le maintena北a l'existence,…A ce

　　　　　　　；　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　I･　　. ■　　■Dieu, Voltaire lui-meme allait un jour batir une chapelle.≫ Nous avons enfin atteint le�i鴎e

des Lumieres quoiqu≒しait parle長石sage decouvりれ:ト≪Si斗叩ｎ'ぽista此pas, il faudrait

r in venter.≫(Voltaire≪Epitre a l'auteur des Trois impos如ＵｒS≫1769. Vers･32こCEuvres completes.

Hachette 1866一工877. Tome 9･ｐ.307)ンEt encoreがa-t-il pas souhaite d'etre nomme≪un vieil

homme rpeuiHHK (coupable)バDosto'ievskドLes Freres Karamazov≫1879-1900. 5.3:DS 11.276),

parce qu'il enfourche �ぺProvidence≫a tou七momen七 : ≪done !e iudaisme, loinトポ§廿e soutenu par

la.･Providence, etait, par vos princip･es, une religion fausse et barbare qui at雛quait la･Providen-

ce.≫(≪Dictionnaire philosophique≫1764トGamier¬Flammarion 1964. p.327:article≪Religion≫).

　Le血ot clef ≪Providence≫ (nPGNOIA) se rencontre d'abord chez Herodoteべ≪Histoires≫ CoUec-

tion Bude 1930-196↓. Tome ３. p.150: 3.108)卵ec la note suivante au bas de la page 150: ≪L'idee

d'uneﾚintelligence regissan卜l'univers avait ete exprimee des le six沁血e siecle了avant Jesus-

Christ) par le philosophe eleate Xenophane…, reprise et developpee節res lui notamment p緊

Anaxagore; elle se presente ici sous forme deﾚ姐cｒＯかnee en une divine 。providence“卯i veille

avec sol↓icitude au maintienしdes choses de la nature.丿L'ecole eleate passe des consignes a son

successeur, Platon (≪Timee≫44C) qui revie叫a plusieurs reprises≪au sujet de rame, en vertu de
　I　　　　　　　　　　●･　　　　　　　　　　　　　　　　I･　.･　　　　･.　.･･　　l タ　●　　　　　　1.
qｕe↓les causes et de quels actes de la Providence(nPONOIA) des dieux elle est ｎ卵≫(Collec工ion

Bude 1920-1964トＴｏｍｄＯトp.161). Platon peut e耶八meｒ姐≪nPONOIA八万ovidence) autrement

et dire la ≪△ＩＫｎバJU姐ce)dｕ≪Dieu des Dieux, Zeus, qui r暗巾面ｒ les 101S･(ＮＯＭＯＩ卜①べCritias≫

121B:Ｔｏｍｅ↓Oﾚp.274). La disparition de F≪lie At!antideダoccupe le tapis (≪Timee≫25C-Ｄ: Tome

10. p.137):≪Aujourd'hui qu'elle a 乱色 S油mergee par des tremblements de terre,…(108E/121B:

P.257/P.274) ...Etle Dieu ･des Dieux･， Zeus, qu卜egne paパｅＯＯ臨，=ご‥皿voulut leur appliquer ｕln･

chatiment(△IKH)≫(≪Critias≫:yTome10トCette intervention du≪Dieu des :Dieuxや s'applique

mieux aux vers 127-128 du ≪Pere≫qu' aux vers 22-23 dｕダDieu supreme≫:≪Ou le Pere ay皿七

detourne des hommes son visage, la tristesse etab↓it son juste regne sur la terre≫(≪Pain et Vin≫

vers 127-128: CEuvres citees. p.813). C'est parce que le:心Dieu supreme* (vers 23トde Heinse n'est



178

aｕ¢叩justicier,皿山］ilﾄse veilけolerantご如皿Ｔ）ｹ皿尚:し㈲（雨面面（ｙ㈲乱………袖面面丿……Holdりrlin

7　1.･l｀･. ･1　　　1 ●.・　･･･.・　゛･ ･117-へ‥●･..･・..･, .・　･.･.･一一i.･･･;･･.･●･･･ﾄ･●‥‥‥‥‥‥‥丿し‥‥‥‥‥‥:ﾊﾟ……….‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥/･..･:.･.･⌒.,･.･･.･　.●　.

s'entretient avec lui du≪vouloir du Dieu supreme

ci-de飴ｕ丿:心0 (22/23トWill es der･oberste心(牡，

Us'･印:万c･onclut･かpropos du･vouloir du Dieu･pla如.岨尚尚)

(≪Timee≫/28C:巾.1町)トeS唾)1ｕｓｹconvenable q偏万世小如竹ｿﾞd栄

ぺZeus qui est plus propremen七万↓単し血台東砂√c皿皿↓皿車丿心j

aux Dieux olympiens卜Dieux, f出土deSコDieux don白白su

(カuvres desquels je Sｕ匯le Pere, vousﾚ飢es nes皿り如礼万叫=

voudrai巾面＼威)Uhヶdiss血dre. .ﾑﾚ(4!Ａ/牡帽ﾉ.:.. voi;

subireハme destinee mor印池半肩e que皿血ｹﾞＶ面毎皿千駅)ﾐ

[≪Ｔ血如分=皿A△Ｂ:p.15昿Ce demiur四万sｅ往此]p↓ｕS壮鎖阻露

=de Schiller, at頻姐u qu'皿y coincide avec le Dieu上回=尚㈲=………j･.;;

h脱臨te Ursache aller Dinge,は如Ｕrk雛ft der N尚尚ｻ＼,j…………da£

ｗ乱ｒ血1t:de肝ｐｅｍ沁rgos der griechischen犬Weisen√皿体蝉=

mit der〉sie von dem Weltschopfer s排卵henレム∧(NA 17.3･.

diesぱΓeine Dei白血us mit dem Gりtzendienst vertr纏恥れ］

ihn von血ｎｅｎ･寸卵zte, befordeれe er ihn von aussen.く

Wah･ren Gott, den Demiurgos, od昨d0丿ao, V削尚尚

Mysterien:如面（ｇ雨rnt hat?二大NA 17.391/39汗）

nicht erheben∠An diesen I汁thｕｍｋｎ即乱eヶMoses seini

in∧den My山雨ｎ加血入Ｎ㈹ｏｎ油抑廿d皿/Hebｒ取利=ﾉ証

begniigte sich 皿dhtトbloB, diesen Nationalgott
　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　■■　　　－　　・　　・■■　■■■■■

er machteﾄihn zum Einz毎en, und〕圃辻心ドaile Ｇ６七如れ玉姐

classむdivers Dieux supremes sousト1む七erme de心仏頂と

≪Demiurge des･sages grecsバlﾌ蝉elui q皿est≫ (≪Exode>

Dieu et ceダDieu estΓetre√･telle est 阻 pierre……d.'･ａ･うk

n'est pas Platon√ce n'est meme pas Aristo･如, c'est……:幇.4

de la philos坤hie medievaleダ1932. Deuxieme ed雨φ丘

　Meme siﾀﾞＧ小他言saie d･e distinguer le一Dieu biblic

七radition antique:de les compter拍臨し毎s deux皿う

limitｐ.　ｅｎ壮eterre et le m面面farouche des morts,……加

旋戸re l'el卵しpanique ete血川eme･ｎtレ㈲st雨ヤド㈲鋤:斤

monde≫ﾚAinsiﾄdo皿ﾚ1叩心面面汝ｒ面sダde Sch田町ﾉ如

op出ｄｏ･≫ﾔﾉ:PAF①巧2)ｿ1e･皿車sophe martyr,謳ist･･承

blables. Ces erudits bibliq面白∧(力ｍポe:Heinse et丿趾

comme representatif de la causりpremiere∧deT=べ･ｏ姐八

anciens croieniﾝvolontiersﾔque le≪boヰダ血牡如抑トdO如:=)

≪Mais Mo'ise, quトavaitトａ牡eint寸aci血Q〉de毎ﾚphi縦縞
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de Mo'ises 1790) et le (iDieu supreme》 (Hiilderlin ≪Pain et Viり180(148(ll. Vers 23) (T白卜回目79

bon, il est clair qu'il fixe son regard sur le modele eternel. ...(29A/92C: p.l41/p.228)…Et

maintenant declarons que nous avons atteint le terme de notre discours sur le Monde. Ayant

admis en lui-meme tous les etres vivants mortels et immortels et entierement rempli de la sorte,

Vivant visible qui enveloppe tous les vivants visibles, Dieu sensible forme a la ressemblance du

Dieu intelligible, tres grand, tres ｂｏｎバres beau et tres parfait, le Monde est n6: c'est le Ciel

(ＯＹＰＡＮＯΣ)qｕi est un et seul de sa race.≫(≪Timee≫29A / 92C: Tome 10. p.141 / p.228).

　De tous ces preliminaires, 1a formule pantheiste emerge: ≪Un et Ｔｏｕt≫(≪Painet ｖin≫vers 84.

StA 2.92), c'est en grec ≪EN KAI ＨＡＮ≫. Elle nous fait penser 八片mage impressionnante de

1'≪Ardinghello≫(Ard. 270) de Heinse que Holderlin choisit comme devise de 1'≪Hymne a la deesse

de rharmonie≫(1790-1791):≪Ourania, la vierge brillante, tient avec sa ceinture magique tout

rUnivers ensemble dans le ravissement furieux. Ardinghello≫(StA 1.130). EUe est la meme

divinite de rharmonie des spheres, ≪rAphrodit6 Uranienne≫(Platon≪Symposion≫185B: Tome ４.

Partie 2｡ p.22) dont la beaute Schiller chante dans les 辿rs 59-61 desべArtistes≫ (1789):≪die

furchtbar herrliche Urania (59/60)mit abgelegter Feuerkrone (60/61) steht sie － als

Schonheit vor uns da.≫(ＮＡ 1.285). Cette figure mythique veut dire ≪roppose-harmonique dans

l'unite vivante≫(CEuvres citees. p.627: StA 4.260) entre le ≪bon ouvrier≫(EN) et≪ce beau

Moilde≫(ｎＡＮ):ﾀﾞCar si quelqu'un tente une demarche contre 6e qui par ait 飢re tout et un et le

meme, pour le separer de l'Un, en prenant le m(元。tｏｕt“ dans le sens d'une pluralite e卜non

d'une totalite, il aboutit, chose impossible, pour avoir ainsi detache le Tout (nAN)del'Un(EN),

a detruire le Toｕt(ＨＡＮ).≫(Hermes Trismegiste. Corpvs Hermeticvm de troisieme siecle.Tome

1-4. Collection Bude 1946-1954. Reimpression 1983. Tome ２･ p.233). L'Univers, la Terreパe

domaine des sens et le royaume de la deesse-mere, Demeter et de Dionysos se rehabilitent

maintenant par la grande decouverte de la ≪Grece bienheureuse≫dans la nouvelle alliance de

〈Pain et ｖin≫.Du cote du〈Dieu supreme〉》(vers 23)けa dictature de ≪celuiqui eSt≫(≪ＥＸｏｄｅ≫3.14)

dans la forme de 〈l'etre meme subsistant par 501〉ﾒet de ≪rintellect premier≫ (ＴｈｏｍａＳd'Aquin

≪Somme thelogique≫Tome １. Cerf 1984･ p. 184 / p.223 : 1.4.2 / 1.12.2) se laisse freiner en vue de

la verite esthetique a laquelle Schiller aspire en esperantΓaide de ≪l'auteur de la faculte

intellectuelle≫(≪Ｓｏｍｍｅth6010giｑｕe≫1.12.2:p.223) dansく;<LesDieux de la Grece≫(1788):≪Dessen

Stralen mich darnieder schlagen, (193/194) Werk und Schopfer des Verstandes! …nimm von

mir (196/197) nimm die ernste strenge Gottin wiederバ197/Ｈ㈹die den Spiegel blendend vor

mir halt;べ198/199バhre Sa�t're Schwester sende nieder, (199/200) spare jene fiir andre Welt.≫

(ＮＡ 1.195). C'est le probleme auquel Holderlin va faire face dans ≪Pain et ｖin≫(1800-1801). II

en resulte que le poete nuance delicatement les principales figures bibliques dont le plus

reserve est le Crucifie dans le vers 107. Ce Dieu le plus cache de ≪Pain et ｖin≫s'exerce sur le ≪Dieu

supreme≫･(vers 23) qui cede le pas a la ≪Nuit sublime≫(vers 19) et au ton crepusculaire de

l'ceuvre tout entiere. C'est la le point capital de ce poeme des idees. Ce qui estむn question, ce

n'est plus aucun ≪etre≫(esse) de la theologie affirmative de la religion positive, mais i1 s'agit

p1聯6t du ≪ｖide≫(KEN□ΣIΣ)de�≪forme d'esclave≫de Jesus-Christ (≪Philippiens≫2.7) et de

la ≪forme vide≫ de l'esprit boｕddhiqｕe:≪Ce qui est la forme, c'est le vide; ce qui est vide, c'est

la forme.≫ (≪SO£itraＳＯうhiaein Nuce≫:Tripitaka Sericum 1924-1934. Tome ８･ p.848).

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Manuscriptum receptum 3.10.2001)

　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　(Editum pronuntiatum 25.12.2001)



ン
哲
学
な
ら
、
究
極
の
「
善
の
イ
デ
ア
ー
」
に
対
す
る
造
物
主
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
の
立
場
に
当
り

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
既
に
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
二
八
Ｃ
を
踏
ま
え
た
プ
イ
ロ
ー
ン
の
『
モ
ー
セ
に
拠

る
世
界
創
造
論
』
第
四
節
で
確
か
め
ま
し
た
通
り
、
イ
デ
ア
ー
界
と
い
う
「
範
例
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
」

を
眺
め
つ
つ
、
こ
の
善
神
が
神
々
や
諸
存
在
を
形
造
る
こ
と
が
、
実
際
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
テ
ィ
ー
マ

イ
オ
ス
』
二
九
Ａ
Ｉ
Ｅ
『
Ｗ
　
７
.
３
４
-
３
ご
で
も
物
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
「
カ

ロ
ス
（
美
し
い
）
　
・
：
　
コ
ス
モ
ス
（
世
界
・
宇
宙
）
・
：
　
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
ー
ア
ガ
ト
ス
（
善
き

デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
）
」
と
あ
る
所
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
内
ａ
ｌ
ｏ
ｋ
ａ
ｇ
ａ
ｔ
ｈ
ｉ
ａ
　
　
(
美
に
し
て
善
）
カ
ロ

カ
ガ
テ
ィ
ア
ー
の
理
想
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
に
世
界
と
神
と
の
均
衡
が
成
り
立
ち
、
ど
ち
ら
か
一
方

に
偏
ら
ぬ
調
和
が
保
た
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。
さ
て
『
個
と
万
象
』
（
潮
出
版
・
ゲ
ー
テ
分
集
、
第

一
巻
、
一
九
七
九
年
、
三
二
六
頁
）
と
和
訳
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
テ
の
別
の
詩
歌
『
一
者
と
万
有
（
ヘ

ン
ー
カ
イ
ー
パ
ー
ン
‥
回
品
呂
ふ
と
こ
と
）
二
八
一
一
一
年
）
は
、
別
に
二
（
な
る
神
）
と
（
世
界
）

全
（
体
）
』
と
も
訳
せ
ま
す
。
そ
の
理
由
は
当
詩
歌
が
、
「
万
有
を
（
今
な
お
）
創
造
し
、
（
か
つ
て
世

の
始
ま
り
に
も
）
創
造
せ
し
（
男
性
の
）
者
玉
～
巴
l
e
ｓ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｆ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ｕ
こ
」
（
第
一
二
句
:
　
Ｈ
Ａ

１
.
３
６
９
)
を
根
底
に
据
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
余
り
に
創
造
神
の
威
力
子
不
ル
ギ
ー
に
重
点

を
置
き
過
ぎ
た
こ
と
に
気
付
い
た
ゲ
ー
テ
は
、
後
に
当
詩
歌
を
補
う
べ
く
、
別
の
詩
歌
『
遺
言
』
二

八
二
九
年
）
冒
頭
で
、
「
い
か
な
る
だ
回
～
（
存
在
・
本
質
）
も
無
に
帰
し
得
ぬ
Ｉ
・
　
永
遠
な
る
（
中

性
の
）
者
が
絶
え
ず
万
有
の
中
で
働
い
て
い
る
（
口
ａ
ｓ
　
ｒ
j
w
i
g
"
ｅ
　
ｒ
ｅ
胆
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
m
　
a
l
l
e
巳
。
…
存
在

は
永
遠
で
あ
る
（
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
　
i
ｓ
ｔ
　
ｅ
w
i
巴
ニ
第
一
句
Ｉ
第
二
句
、
第
四
句
ふ
～
↑
・
温
巴
と
歌
っ
・
て

お
り
ま
す
。
話
題
の
中
性
名
詞
と
男
性
名
詞
と
の
対
比
に
注
目
す
べ
き
で
す
。

　
勿
論
ゲ
ー
テ
が
『
遺
言
』
で
い
う
Ｔ
水
道
な
る
者
二
口
器
図
回
収
・
）
は
、
必
ず
し
も
中
性
名
詞
で

言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
ダ
マ
ス
キ
オ
ス
（
四
六
三
年
ｉ
五
三
三
年
頃
）
が
『
第
一
の
諸
原

理
に
関
す
る
難
問
と
解
答
』
（
口
Ｈ
勿
で
↑
世
で
説
く
「
ヘ
ン
「
」
者
）
の
彼
方
の
ア
ポ
レ
ー
ト
ン
（
語

り
得
ぬ
も
の
）
」
と
て
も
表
現
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
。
も
し
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
第
七
書
簡
』
三
四

一
Ｃ
の
言
葉
な
ら
、
こ
れ
は
否
定
を
示
す
ア
ポ
を
除
い
た
「
レ
ー
ト
ン
」
を
使
っ
て
、
「
語
り
え
る

も
の
（
レ
ー
ト
ン
乙
で
は
即
ち
（
ガ
ル
）
、
決
し
て
な
い
（
ウ
ー
ダ
モ
ー
ス
）
」
（
Ｐ
Ｗ
　
５
.
４
１
２
)
と
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
プ
ロ
ー
テ
ィ
ー
ノ
ス
は
、
こ
の
脈
絡
を
「
レ
ー
ト
ン
（
語
り
え

る
も
の
）
で
も
な
く
、
ク
ラ
プ
ト
ン
（
記
さ
れ
る
も
の
）
で
も
な
く
」
(
Ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ａ
ｄ
ｅ
ｓ
　
６
.
９
.
４
.
１
２
:
　
Ｐ
Ｓ
　
１
.
１
８
２
）

と
語
っ
て
認
め
つ
つ
も
、
な
お
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
』
　
一
匹
二
八
の
文
脈
「
オ
ノ
マ

（
名
）
も
な
く
、
説
明
も
な
く
、
表
象
も
な
く
、
グ
ノ
ー
シ
ス
（
認
識
）
も
な
く
」
（
Ｐ
Ｗ
　
５
.
２
４
忿

を
踏
ま
え
て
、
「
一
者
（
ヘ
ン
）
」
に
つ
き
、
「
そ
れ
に
相
応
し
い
オ
ノ
マ
（
名
）
は
本
当
の
と
こ
ろ

皿
い
が
、
し
か
し
名
づ
け
る
べ
き
な
ら
共
通
に
ヘ
ン
（
一
者
）
と
い
う
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
」
（
『
∞

1
｡
１
８
６
:
　
　
Ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
乱
ｅ
ｓ
　
６
.
９
.
５
.
３
１
-
３
３
)
と
提
案
し
て
い
ま
す
。
一
方
に
は
不
立
文
字
の
「
ア
ポ
レ
ー
ト

ン
（
語
り
得
ぬ
も
の
）
」
が
、
他
方
に
は
「
レ
ー
ト
ン
（
語
り
得
る
も
の
）
」
と
し
て
「
ヘ
ン
（
一
者
）
」

が
在
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
両
方
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
留
意
し
て
い
ま
す
。

即
ち
前
者
は
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
も
ま
た
自
身
来
た
り
、

ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
.
二
二
第
一
〇
七
句
」
と
、
あ
く
ま
で
問
い

人
の
姿
を
取
り
（
Ｏ
ら
～
～
回
～

か
け
の
中
で
幽
か
に
玄
く
取
り
Ｌ

げ
ら
れ
る
幽
玄
な
神
白
身
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
後
者
は
「
堅
固
に
留
ま
る
一
者
口
ｅ
ｓ
ｔ
ｂ
ｌ
ｅ
ｉ
ｂ
ｔ
Ｅ
ｉ
ｎ
已
」

（
第
四
三
句
）
と
峻
厳
な
文
体
で
歌
わ
れ
て
い
る
始
源
か
つ
究
極
の
「
一
者
（
ヘ
ン
）
」
で
す
。

　
こ
う
し
て
善
神
デ
フ
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
や
大
神
ゼ
ウ
ス
を
示
す
「
至
上
の
神
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
）
」

（
第
二
三
句
）
に
対
し
て
は
、
第
一
五
五
句
の
「
至
高
者
」
と
共
に
、
第
一
〇
七
句
で
神
人
キ
リ
ス
ト

を
暗
示
す
る
「
彼
（
エ
ア
）
」
、
そ
れ
に
第
四
二
句
で
文
字
通
り
「
堅
固
に
留
ま
る
ヘ
ン
（
一
者
こ

な
ど
が
睨
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
か
り
ま
す
。
そ
れ
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
第
八

四
句
で
は
「
一
者
と
万
有
」
（
‐
Ｆ
ｅ
ｓ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ａ
Ｕ
ｅ
言
も
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
直
接
「
至

上
の
神
」
と
対
峙
し
て
い
る
の
は
「
一
者
（
ヘ
ン
）
と
万
有
（
バ
ー
ン
）
」
と
考
え
て
良
い
で
し
ょ

う
。
即
ち
前
述
の
「
善
き
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
と
・
「
美
し
き
コ
ス
モ
ス
」
と
の
力
口
カ
ガ
テ
ィ
ア
ー

風
の
均
衡
で
す
。
そ
し
て
中
性
名
詞
と
も
男
性
名
詞
と
も
決
め
か
ね
る
「
至
高
者
」
（
第
一
斤
五

句
）
が
属
格
と
し
て
か
か
る
第
一
五
六
句
の
「
息
子
（
神
の
子
キ
リ
ス
ト
）
」
が
、
第
一
〇
ヒ
句
の
「
彼

（
エ
ア
）
自
身
（
キ
リ
ス
ト
）
」
と
呼
応
し
、
「
語
り
得
ぬ
も
の
（
ア
ポ
レ
ー
ト
ン
）
」
を
指
し
示
し
、
こ
れ

ら
が
「
堅
固
に
留
ま
る
ヘ
ン
（
一
者
ご
（
第
四
三
句
）
と
緊
張
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
「
堅
固
に

留
ま
る
一
者
」
（
第
四
三
句
）
と
「
一
者
と
万
有
」
（
第
八
七
句
）
と
の
問
に
「
偉
大
な
る
運
命
が
轟

く
」
（
第
六
二
句
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
１
　
想
詩
中
で
讃
歌
風
の
最
高
潮
が
あ
り
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
悲
劇

の
「
運
命
」
が
受
信
の
神
人
キ
リ
ス
ト
を
示
す
「
彼
」
（
第
一
〇
七
句
）
と
協
和
し
な
が
ら
対
立
し
、

更
に
神
話
の
こ
の
「
運
命
」
は
、
哲
学
の
形
而
上
の
概
念
の
結
晶
（
ヘ
ン
ニ
者
）
」
（
第
四
三
句
）
と
睨
み

合
い
な
が
ら
、
「
至
上
の
神
」
を
見
据
え
て
い
ま
す
。
こ
の
際
も
う
一
度
重
ね
て
「
一
者
（
ヘ
ン
）

と
万
有
（
バ
ー
ン
）
」
と
「
至
上
の
神
」
と
の
釣
り
合
い
に
つ
き
再
考
し
ま
す
と
、
そ
れ
は
例
え
ば

既
に
触
れ
ま
し
た
『
ヘ
ル
メ
ー
ス
文
書
』
　
一
六
∴
二
言
巾
（
２
.
２
３
３
)
で
は
、
「
誰
加
　
・
：
　
不
可
能
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
ー
ン
（
万
有
）
を
ヘ
ン
ニ
者
）
か
ら
分
離
し
て
、
バ
ー
ン
を
破
壊
し
よ
う

と
す
る
」
と
語
り
つ
つ
、
こ
の
破
壊
思
想
を
厳
し
く
戒
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
う
せ

ざ
る
を
得
な
い
シ
ラ
ー
の
よ
う
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
口
～
白
～
耐
・
（
唯
　
一

一
者
）
と
し
て
バ
ー
ン
か
ら
分
離
し
て
い
く
危
険
の
あ
る
「
至
上
の
神
」
と
か
「
至
高
者
の
息
子
（
キ

リ
ス
ト
）
」
を
、
「
一
者
と
万
有
」
や
「
偉
大
な
る
運
命
」
や
「
堅
因
に
留
ま
る
一
１
　
」
な
ど
と
の
巧

み
な
緊
張
関
係
の
中
で
捕
ら
え
、
そ
の
各
々
に
然
る
べ
き
適
所
を
与
え
た
の
で
し
た
。

｛
八
〇
　
（
1
8
0
）
　
ギ
リ
シ
ア
四
賢
者
遠
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
（
シ
ラ
ー
『
七
Ｉ
セ
の
使
命
』
大
旱
）
と
「
至
上
の
神
」
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
一
言
年
上
八
三
年
、
第
ニ
Ｅ
句
）
　
（
高
橋
）



一
八
一
　
（
圓
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
五
十
巻
　
（
二
〇
〇
一
年
）
　
人
文
科
学
編

し
、
「
シ
ラ
ー
だ
、
我
ら
の
シ
ラ
ー
だ
ツ
ン
ラ
ー
だ
！
」
（
｛
｝
Ｓ
　
５
.
４
６
８
)
と
叫
ん
だ
り
、
こ
の
ド
イ
ツ

の
詩
人
に
対
す
る
作
者
の
共
感
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
き
っ
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
な
ら
自
ら
の
明
澄
な
理
知
に
充
足
で
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
が
シ
ラ
ー

の
考
え
る
啓
蒙
家
モ
ー
セ
は
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
更
に
「
彼
の
真
性
な
神
を
、
呂
ｆ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
ｆ
ａ
ｂ
ｅ
ｌ
-

ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
　
Ａ
ｒ
ｔ
（
或
る
神
話
空
想
上
の
仕
方
）
で
告
げ
知
ら
せ
る
こ
と
」
(
Ｎ
Ａ
　
1
7
.
３
９
２
)
に
も
心
を
砕
き
、

理
知
の
乏
し
い
民
衆
の
迷
信
と
偶
像
の
世
界
に
も
入
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
一
種
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス

風
の
止
み
難
い
心
の
動
き
こ
そ
、
『
歓
喜
に
寄
す
（
ト
コ
ら
の
ヤ
の
乱
の
）
』
（
一
七
八
六
年
）
に
も
認
め

ら
れ
る
シ
ラ
ー
の
基
調
で
、
こ
の
点
ハ
イ
ン
ゼ
は
彼
と
比
べ
る
と
、
む
し
ろ
静
観
風
ゼ
ウ
ス
の
勢
力

圏
に
近
く
、
そ
れ
故
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
招
か
れ
、
躍
動
す
る
理
念
の
世
界
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
案
内
さ
れ

る
の
で
す
。
こ
こ
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
五
五
句
）
で
は
、
も
は
や
「
明

澄
な
目
」
（
第
二
五
句
）
に
適
う
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
ゼ
ウ
ス
や
プ
ラ
ト
ー
ン
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
が

表
立
つ
こ
と
な
く
、
そ
の
代
わ
り
非
合
理
な
悲
劇
神
話
上
の
「
偉
大
な
る
運
命
が
轟
き
」
（
第
六
二

知
）
、
「
普
遍
の
幸
に
満
ち
、
雷
鳴
と
共
に
清
澄
な
る
大
気
か
ら
、
眼
界
を
過
ぎ
り
突
入
し
て
く
る
」

（
第
六
三
句
１
第
六
四
知
）
の
で
す
。
要
点
は
明
澄
な
啓
蒙
の
神
観
と
悲
劇
神
話
世
界
観
と
の
対
比

の
下
に
織
り
成
さ
れ
る
明
暗
で
す
。
問
題
を
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
に
絞
り
ま
す
と
、
こ
の
創
造
神
は

啓
蒙
の
晴
れ
や
か
な
光
に
映
え
る
「
明
澄
な
理
性
的
洞
察
」
に
拠
る
「
唯
一
最
高
の
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ

（
知
性
）
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
好
例
が
シ
ラ
ー
の
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
に
見
出
さ
れ
ま
す
。

　
さ
て
シ
ラ
ー
の
「
純
粋
な
理
神
論
」
の
神
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
は
趣
き
を
異
に
し
て
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
は
『
携
帯
用
哲
学
辞
典
』
（
Ｄ
ｉ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｎ
ａ
ｉ
ｒ
ｅ
　
ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ａ
ｔ
i
f
)
の
「
神
」
（
回
・
巳

の
項
（
Ｖ
Ｄ
Ｐ
ｈ
　
１
６
４
-
１
６
７
)
で
、
「
私
か
善
を
為
せ
ば
、
私
に
褒
美
を
く
れ
る
わ
が
主
」
（
↑
鴎
）
と
、

ま
た
「
我
が
至
高
者
、
わ
が
裁
き
手
、
わ
が
父
」
（
↑
屁
）
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
社
会
性
を
重

ん
じ
る
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
家
が
勧
善
懲
悪
と
言
っ
た
倫
理
意
識
に
力
を
込
め
て
い
る
の
に
対
し
、
ド

イ
ツ
の
詩
人
は
認
識
の
深
ま
り
に
関
心
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
惹
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
致
し

ま
し
て
も
「
理
神
論
」
が
十
八
世
紀
に
は
礎
を
な
し
、
こ
の
主
知
主
義
の
圏
内
で
ジ
ラ
フ
の
デ
ー
ミ

ウ
ー
ル
ゴ
ス
も
息
吹
い
て
い
ま
す
。
但
し
、
そ
れ
は
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
に
関
し
て
の
こ
と
で
、
当

論
文
発
表
の
二
年
前
に
彼
が
公
刊
し
た
詩
歌
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
一
七
八
八
年
）
　
で
は
、

「
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
（
知
性
）
の
創
造
主
」
（
第
一
九
四
知
）
を
取
り
巻
く
環
境
が
相
当
複
雑
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
真
理
の
明
鏡
を
前
に
し
て
「
神
聖
な
Ｂ
ａ
ｒ
ｂ
ａ
ｒ
(
野
蛮
人
）
」

（
第
一
一
四
知
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
「
麗
し
く
明
朗
な
形
姿
が
、
／
　
不
可
避
の
必
然
の
回
り

で
も
遊
び
戯
れ
、
／
　
ま
た
厳
粛
な
る
運
命
の
眼
指
も
、
／
　
柔
和
な
人
性
の
薄
絹
の
面
紗
に
よ
り

和
ら
い
だ
。
（
第
一
四
節
／
第
一
五
節
）
諸
霊
の
恐
ろ
し
い
立
法
に
よ
り
、
／
裁
き
を
下
す
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ

B
ａ
ｒ
ｂ
ａ
⊇
神
聖
な
る
野
蛮
人
）
は
居
な
か
っ
た
。
」
（
第
一
〇
九
句
１
第
一
一
四
句
:
　
Ｎ
Ａ
　
１
.
１
９
３
)
と

一
方
で
シ
ラ
ー
は
歌
い
、
他
方
こ
の
詩
の
終
結
部
の
第
二
五
節
で
、
「
汝
の
光
輝
が
私
を
打
ち
ひ
し

ぐ
、
／
知
性
の
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
(
業
）
に
し
て
、
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
(
知
性
）
の
Ｓ
ｃ
ｈ
６
ｐ
ｆ
ｅ
ｒ
(
創
造
主
）
よ
！
　
汝
を
、
／

求
め
格
闘
せ
ん
た
め
私
に
翼
を
与
え
よ
、
秤
を
（
も
与
え
よ
）
、
／
　
汝
を
量
る
た
め
　
Ｉ
　
或
い
は

私
か
ら
除
い
て
く
れ
、
／
厳
か
で
苛
酷
な
（
叡
知
の
）
女
神
を
再
び
除
い
て
く
れ
、
／
Ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ

(
明

鏡
）
を
眩
む
ば
か
り
に
私
の
（
眼
）
前
に
突
き
つ
け
る
（
こ
の
叡
知
の
）
　
／
　
女
神
の
優
し
き
妹
（
た

る
感
性
美
の
女
神
）
を
（
む
し
ろ
）
降
臨
さ
せ
、
／
　
姉
は
別
世
界
に
取
っ
て
お
い
て
く
れ
。
」
（
第

一
九
三
句
Ｉ
第
二
〇
〇
句
:
　
Ｎ
Ａ
　
１
.
１
９
５
)
と
告
白
し
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
一
七
八
一
年
刊
の
カ
ン
ト
哲
学
の
記
念
碑
の
名
を
援
用
す
れ
ば
、
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』

で
詩
人
は
自
ら
の
ｆ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
久
純
粋
理
性
）
批
判
」
を
敢
行
し
て
い
る
と
言
え
、
こ
こ
で
の
シ

ラ
ー
の
自
己
批
判
の
試
み
は
相
当
に
深
刻
な
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
ド
イ
ツ
宗
教
・
哲

学
史
考
』
二
八
三
三
年
１
一
八
三
四
年
執
筆
、
仏
語
版
『
ド
イ
ツ
論
そ
の
こ
　
一
八
三
四
年
パ
リ

刊
』
第
二
書
（
仏
語
版
の
第
二
部
）
末
尾
で
、
亡
命
者
ハ
イ
ネ
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
物
語
る
よ
う
に
、

「
こ
こ
（
フ
ラ
ン
ス
）
で
は
古
い
社
会
機
構
の
要
石
た
る
王
制
が
、
あ
ち
ら
（
ド
イ
ツ
）
で
は
ａ
ｎ
ｃ
ｉ
ｅ
ｎ

ｒ
ｅ
肌
m
e
　
i
n
ｔ
ｅ
Ｆ
・
～
・
｝
（
叡
智
界
の
旧
体
制
）
の
要
石
た
る
ｄ
ｅ
ｉ
ｓ
m
e
（
理
神
論
）
が
崩
壊
す
る
。
」
（

Ｓ
Ａ
　
１
６
.
７
２
)
a
j
i
百
え
、
そ
し
て
次
の
第
三
書
（
仏
語
版
の
第
三
部
）
冒
頭
に
お
け
る
巧
み
な
比
喩
に

よ
り
、
「
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
！
　
こ
の
書
物
こ
そ
は
ド
イ
ツ
で
ｄ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
（
理
神
論
者
）

遠
の
Ｄ
ｉ
ｅ
ｕ
（
神
）
を
殺
し
た
巴
ｌ
ｇ
（
裁
き
の
剣
）
な
の
だ
。
」
(
Ｓ
Ａ
　
１
６
.
７
５
）
と
続
け
ら
れ
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
政
治
革
命
と
ド
イ
ツ
精
神
革
命
、
こ
の
一
環
で
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
ハ
イ
ネ
も
シ
ラ
ー
と
同
名
の
詩
歌
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
詩
集
『
北
海
』
　
一
八
二
五
年
―
一

八
二
六
年
所
収
‥
∝
ｙ
芦
↑
９
ト
呂
）
で
、
古
典
古
代
の
神
々
に
取
っ
て
変
わ
り
、
「
天
上
を
目
下

支
配
し
て
い
る
新
た
な
～
江
・
（
陰
気
）
な
神
々
（
天
使
群
と
唯
一
神
）
」
を
「
卑
怯
で
ｈ
ｙ
ｐ
ｏ
ｃ
ｒ
i
ｔ
ｅ
（
偽

善
的
）
」
と
称
し
、
そ
れ
ら
を
結
局
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神
族
の
延
長
線
上
に
あ
る
理
知
本
位
の
筋
～
置

い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
天
神
ゼ
ウ
ス
達
に
せ
よ
、
創
造
神
デ
フ
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
達
に
せ
よ
、
い
ず
れ

も
理
知
本
位
の
蛮
行
が
、
本
来
ギ
リ
シ
ア
や
ド
イ
ツ
の
大
地
に
根
ざ
す
言
わ
ば
巨
神
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ

ス
達
の
聖
域
を
踏
み
潰
し
て
い
る
点
が
批
判
の
的
で
す
。

　
丁
度
カ
ン
ト
が
批
判
に
よ
り
、
理
性
の
越
権
に
歯
止
め
を
か
け
、
そ
の
限
界
を
明
示
し
た
よ
う
に
、

シ
ラ
ー
自
身
の
「
知
性
の
創
造
主
」
に
相
応
し
い
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
や
ゼ
ウ
ス
達
も
然
る
べ
き
勢

力
圏
に
控
え
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い

て
、
そ
れ
に
「
至
上
の
神
」
と
い
う
場
を
与
え
、
こ
の
対
極
に
「
至
高
者
」
を
据
え
ま
し
た
。
つ
ま

り
「
至
上
の
神
」
は
根
源
の
聖
域
よ
り
次
元
の
低
い
所
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
の
関
係
は
プ
ラ
ト
ー



プ
ラ
ト
ー
ン
の
用
語
が
使
わ
れ
、
こ
れ
に
続
け
て
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
二
八
Ｃ
令
Ｗ
　
７
.
３
４
)
の
術

語
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
（
範
例
:
Ｐ
ａ
ｒ
乱
i
g
m
巴
を
借
用
し
て
、
「
範
例
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
を
眺
め
つ
つ
」
、
こ
の

善
神
が
「
非
物
体
的
イ
デ
ア
ー
の
各
々
に
倣
い
、
物
体
的
存
在
を
形
造
り
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
文

脈
上
イ
デ
ア
ー
と
範
例
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
は
同
義
で
す
。
と
に
か
く
要
点
は
『
創
世
記
』
の
神
エ
コ
ー

ビ
ー
ム
を
プ
イ
ロ
ー
ン
が
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
呼
び
、
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
を
ユ
ダ
ヤ
教
神
学
に
役

立
て
た
こ
と
で
す
。

五
年
頃
）
も
「
万
物

の同
パ様
テキ

リ
ス
ト
教
の

Ｉ
ル
（
父
）
か

K
l
a
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
（
啓
蒙
）
が
、
大
部
分
モ
ー
セ
の
宗
教
の
お
陰
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
プ
［
叫
司
６
コ
］
」
。

つ
ま
り
「
啓
蒙
」
の
時
代
十
八
世
紀
に
広
く
支
持
さ
れ
た
「
理
神
論
」
を
前
提
と
し
て
彼
は
、
当
時

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
『
携
帯
用
哲
学
辞
典
』
（
一
七
六
四
年
）
や
『
歴
史
哲
学
』
（
一
七
六
五
年
）
で
提

示
し
た
野
蛮
人
モ
ー
セ
像
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
因
み
に
『
歴
史
哲
学
』
は
後
の
『
風
俗
試
論
』

コ
七
六
九
年
）
の
「
序
説
」
に
当
り
、
こ
の
『
風
俗
試
論
』
(
Ｅ
ｓ
ｓ
a
i
　
ｓ
ｕ
ｒ
　
l
e
ｓ
　
Ｍ
ｏ
ｅ
ｕ
ｒ
巳
を
シ
ラ
ー

初
代
教
父
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ノ
ス
（
後
一
〇
〇
年
頃
－
一
六
　
　
　
　
は
論
文
執
筆
の
際
に
利
用
し
て
い
ま
す
(
Ｓ
Ｓ
Ｗ
　
４
.
１
０
５
３
に
註
記
）
。
そ
し
て
結
局
シ
ラ
ー
の
『
モ
ー

つ
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
（
造
物
主
）
で
あ
る
神
と
共
に
あ
る
　
　
　
　
　
セ
の
使
命
』
に
拠
れ
ば
、
古
代
の
族
長
モ
ー
セ
も
理
神
論
者
と
し
て
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
神
を
崇
め

人
生
」
を
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
擁
護
す
る
弁
明
そ
の
Ｉ
』
八
（
Ｐ
Ｇ
　
６
.
３
３
７
)
で
称
え
、
決
し
て
異
端

マ
ル
キ
オ
ー
ン
派
教
会
（
公
会
議
で
一
四
四
年
破
門
）
の
信
奉
す
る
「
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
神
よ
り
一

層
偉
大
な
或
る
別
の
神
」
こ
エ
ハ
;
　
Ｐ
Ｇ
　
６
.
３
６
８
)
を
認
め
よ
う
と
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
達
の
他
に
も
、
「
ヌ
ー
ス
」
（
Ｚ
ｏ
回
叡
知
、
独
訳
の
・
耳
・

ガ
イ
ス
ト
:
　
Ｐ
Ｓ
　
５
.
２
７
３
)
を
「
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
ヨ
ｎ
ｎ
ｅ
ａ
ｄ
ｅ
ｓ
　
２
.
３
.
１
８
.
１
５
:
　
Ｐ
Ｓ
　
５
.
２
７
２
ｆ
.
)
と
、

ま
た
「
ゼ
ウ
ス
」
を
、
「
王
者
風
の
魂
と
王
者
風
の
ヌ
ー
ス
（
叡
智
’
ガ
イ
ス
ト
）
を
持
つ
」
、
「
も
っ
と
も

知
恵
あ
る
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
と
か
、
（
パ
ー
ン
ニ
于
宙
・
万
有
）
の
魂
」
(
Ｅ
ｎ
ｎ
.
４
.

４
.
９
-
多
Ｐ
Ｓ

２
.
２
６
２
ｆ
し
と
呼
ぶ
新
プ
ラ
ト
ー
ン
学
派
プ
ロ
ー
テ
ィ
ー
ノ
ス
（
二
〇
四
年
－
二
六
元
年
）
と
か
、
こ

の
「
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
た
る
ヌ
ー
ス
」
を
「
神
の
ロ
ゴ
ス
」
と
「
同
質
ホ
モ
ウ
ー
シ
オ
ス
」
（
存

在
本
質
ウ
ー
シ
ア
ー
が
同
じ
）
と
論
じ
る
｛
ヘ
ル
メ
ー
ス
文
言
合
ｏ
心
ぶ
｝
｛
（
～
ヨ
～
９
～
）
』
⊇
一
世

紀
）
一
・
九
１
一
二
、
即
ち
エ
ジ
プ
ト
の
神
ト
ト
（
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
二
七
四
Ｃ
で

テ
ウ
ト
Ｔ
ｈ
ｅ
ｕ
ｔ
ｈ
:
　
Ｐ
Ｗ
　
５
.
１
７
言
の
知
恵
を
記
し
た
集
成
の
ｏ
召
ｖ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
m
e
ｔ
i
c
＼
Ｔ
Ｔ
ｉ
（
０
Ｈ
　
　
１
.
９
-
１
Ξ
の

著
者
な
ど
色
々
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
に
関
す
る
限
り
、
『
聖
書
』

の
神
イ
ェ
ホ
ヴ
ァ
ー
Ｊ
ｅ
ｈ
ｏ
ｖ
ａ
三
ブ
「
Ａ
　
１
７
.
３
８
言
と
協
和
一
致
す
る
造
物
主
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
を
、

シ
ラ
ー
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
な
ど
モ
ー

セ
の
神
を
認
め
な
い
異
教
は
目
下
論
外
で
す
。
但
し
、
彼
が
『
モ
ー
七
の
使
命
』
で
考
え
る
Ｔ

神
教
」
（
に
ｈ
ｒ
ｅ
　
ｖ
o
m
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
（
‥
）
ｏ
～
‥
～
卜
戸
胎
ど
と
し
て
の
「
モ
ー
セ
の
宗
教
」
（
Ｍ
ｏ
ｓ
a
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ

Ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｎ
:
　
Ｎ
Ａ
　
1
7
.
３
７
７
)
は
、
当
時
十
八
世
紀
の
「
啓
蒙
」
（
Ａ
ｕ
ｆ
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
:
　
Ｎ
Ａ
　
１
７
.
３
７
７
)
の
「
明
澄

な
理
性
的
洞
察
」
（
回
回
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｅ
ｉ
ｎ
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
:
　
Ｎ
Ａ
　
１
７
.
３
８
３
)
や
「
唯
一
最
高
の
知
性
の
概
念
」

(
Ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
ｅ
～
ｚ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
ｅ
ｓ
:
　
Ｎ
Ａ
　
1
7
.
３
８
３
)
に
適
う
も
の
で
、
「
こ
の
純

粋
な
理
神
論
」
（
ｄ
ｉ
ｅ
ｓ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｄ
ｅ
ｉ
Ｒ
ｍ
ｕ
ｓ
:
　
Ｎ
Ａ
芦
留
ご
が
、
彼
の
言
う
「
真
性
な
神
、
デ
ー
ミ
ウ
ー

ル
ゴ
ス
」
(
ｄ
ｅ
ｎ
　
w
ａ
ｈ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
｡
　
ｄ
ｅ
ｎ
　
D
e
m
i
ｕ
ｒ
ｇ
ｏ
ｓ
:
　
　
Ｎ
Ａ
　
１
７
.
３
９
ご
を
理
解
可
能
に
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
当
モ
ー
セ
論
の
要
点
で
す
。
シ
ラ
ー
は
こ
う
主
張
し
て
い
ま
す
。
「
実
の

と
こ
ろ
或
る
意
味
に
お
い
て
反
駁
の
余
地
な
き
真
実
は
、
私
達
の
今
日
享
受
し
て
い
る
卜
μ
や

る
啓
蒙
家
と
な
り
、
本
来
こ
の
宗
教
家
に
固
有
な
非
合
理
な
面
は
無
視
さ
れ
る
の
で
す
。
他
方
シ
ラ
ー

は
非
合
理
な
面
を
、
「
実
際
（
古
代
に
）
支
配
的
宗
教
だ
っ
た
Ｖ
ｉ
ｅ
ｌ
ｇ
ｏ
渫
の
ｒ
e
i
(
多
神
教
）
」
(
Ｎ
Ａ

１
７
.
３
８
３
)
の
（
偽
の
ｆ
ａ
ｂ
ｅ
ｌ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
旦
神
話
空
想
上
の
神
）
」
（
ツ
ご
～
声
胎
こ
に
見
て
、
こ
ち
ら
は
「
偶

像
崇
拝
合
回
麗
乱
芯
～
こ
」
（
～
卜
同
・
留
ご
に
結
び
付
け
ま
す
。
そ
し
て
彼
に
拠
れ
ば
選
民
ユ
ダ
ヤ

入
札
唯
一
の
例
外
モ
ー
セ
以
外
は
『
国
民
神
（
プ
「
回
ｏ
～
聡
ｏ
萍
」
」
（
之
ｙ
↑
ぶ
旦
を
「
唯
一
者
こ
～

～
～
耐
巳
」
（
Ｚ
卜
声
治
Ｉ
と
し
て
信
じ
る
だ
け
で
、
所
詮
は
人
類
に
普
遍
的
な
理
知
の
神
デ
ー
ミ

ウ
ー
ル
ゴ
ス
に
無
知
な
迷
信
の
徒
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
明
ら
か
に
民
衆
と
知
識
人
の
間
に
は
、
別
々
の
異
質
な
神
観
が
存
在
し
、
普
遍
神
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル

ゴ
ス
は
後
者
の
専
有
物
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
な
ら
、
「
明
澄
な
目
」
（
第

二
五
句
）
の
ハ
イ
ン
ゼ
に
固
有
な
ゼ
ウ
ス
風
ギ
リ
シ
ア
古
典
教
養
と
、
一
般
人
の
素
朴
な
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
と
の
問
に
、
こ
の
よ
う
な
分
裂
が
生
じ
て
い
ま
す
。
で
は
あ
り
ま
す
が
、
普
通
の
啓
蒙
｛
氷
ヴ
ォ

ル
テ
ー
ル
な
ら
、
そ
れ
で
満
足
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
良
く
引
用
さ
れ
る
彼
の
詩
句
、
「
も

し
神
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
案
出
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
」
（
『
三
人
の
偽
善
家
（
モ
ー
セ
ー
イ

ェ
ス
ー
マ
ホ
メ
ッ
ト
）
」
の
著
者
宛
書
簡
詩
」
　
一
七
六
九
年
、
第
二
二
句
:
　
Ｖ
Ｏ
Ｃ
　
９
.
３
０
７
)
な
ど
は
、

臨
機
応
変
に
都
合
次
第
で
色
々
多
様
な
神
観
を
割
り
振
れ
ば
事
足
り
る
と
い
う
風
に
取
れ
ま
す
。
こ

の
第
二
二
句
を
フ
ラ
ン
ス
語
の
ま
ま
ロ
シ
ア
語
の
文
中
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ

フ
の
兄
弟
』
二
八
七
九
年
Ｉ
一
八
八
〇
年
）
第
五
言
の
三
に
登
場
す
る
イ
ヅ
ア
ン
は
引
用
し
、
こ
の

際
彼
は
、
「
或
る
老
い
た
ｒ
ｐ
ｅ
ｕ
呂
I
K
グ
リ
ェ
ー
シ
ュ
ニ
ク
（
罪
深
い
男
）
が
十
八
世
紀
に
い
て
、
こ
の

男
が
言
っ
た
」
言
）
ｍ
～
明
言
と
断
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
よ
う
な
態
度

が
、
お
お
よ
そ
宗
教
の
本
質
か
ら
外
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
と
は
対
照
的

に
、
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
第
三
書
の
三
で
は
イ
ヴ
ァ
ン
の
兄
ド
ミ
ー
ト
リ
ー
が
、
（
シ
ラ
ー
の
歓

喜
に
寄
す
讃
歌
、
Ａ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ｅ
ｕ
ｄ
ｅ
ニ
ド
イ
ツ
語
で
引
用
）
犬
一
‥
）
ａ
↑
↑
・
に
ご
を
挙
げ
、
そ
の
第
三
節

と
第
四
節
の
露
語
意
訳
二
）
∞
ド
↑
回
）
を
引
用
し
た
り
、
ま
た
彼
の
別
件
『
罪
と
罰
』
（
Ｔ
八
六
六
年
）

第
六
部
の
四
で
は
、
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
生
真
面
目
な
姿
に
対

一
八
二
　
（
1
8
2
）
　
ギ
リ
シ
ア
の
賢
者
達
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ご
ス
」
（
シ
ラ
ー
『
ｆ
ｌ
セ
の
使
命
』
大
旱
）
と
「
至
上
の
神
」
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
パ
ン
と
葡
萄
酒
二
言
年
上
全
年
、
第
二
三
句
）
　
（
高
橋
）



一
八
三
　
（
1
8
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
五
十
巻
　
（
二
〇
〇
一
年
）
　
人
文
科
学
編

ま
す
。
こ
こ
で
問
題
の
「
至
上
の
神
」
が
現
れ
ま
し
た
。
以
上
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
想
展
開
に

お
い
て
は
、
第
二
節
の
「
至
上
の
神
」
と
第
九
節
の
「
至
高
者
の
息
子
（
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
）
」
が
明

暗
を
織
り
成
し
、
ど
ち
ら
か
と
中
し
ま
す
と
、
前
者
が
明
る
い
啓
蒙
の
知
性
の
光
に
、
後
者
が
濃
淡

細
や
か
な
陰
影
あ
る
ロ
マ
ン
派
の
魂
の
夜
に
呼
応
し
ま
す
。
そ
し
て
心
の
底
に
お
い
て
、
「
至
高
者
」

を
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
（
知
性
）
よ
り
は
、
む
し
ろ
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
（
実
感
）
で
掴
も
う
と
す
る
の
が
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
の
基
調
で
す
。
つ
ま
り
根
源
の
「
至
高
者
」
が
、
こ
の
思
想
詩
に
お
い
て
は
、
理
知

本
位
の
神
観
で
は
踏
み
込
め
な
い
心
情
の
深
い
幽
玄
な
淵
に
お
い
て
初
め
て
問
わ
れ
得
る
の
で
す
。

従
っ
て
、
ハ
イ
ン
ゼ
の
「
明
澄
な
目
」
に
相
応
し
い
「
至
上
の
神
」
は
、
神
話
上
ギ
リ
シ
ア
の
霊
峰

オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
主
神
ゼ
ウ
ス
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
神
話
上
の
主
神
と
並
び
、

プ
ラ
ト
ー
ン
の
対
話
篇
に
お
い
て
、
こ
の
脈
絡
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、
彼
の
作
品
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ

ス
』
に
出
て
く
る
善
神
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
で
あ
り
ま
す
。

　
　
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
と
申
し
ま
す
と
、
そ
の
二
五
Ｃ
‐
Ｄ
～
Ｗ
　
７
.
２
６
)
に
は
「
ア
ー
ト
ラ
ン
テ
ィ

ス
島
」
の
話
が
あ
り
、
こ
の
大
き
な
陸
島
が
「
激
し
い
地
震
ま
た
地
震
、
そ
し
て
洪
水
ま
た
洪
水
」

に
よ
り
「
一
日
一
夜
」
に
し
て
「
海
中
」
に
没
し
た
と
、
自
然
災
害
が
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
が
、

プ
ラ
ト
ー
ン
の
別
の
対
話
篇
『
ク
リ
テ
ィ
ア
ー
ス
』
に
は
「
ア
ー
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
島
」
が
「
地
震
ま
た

地
震
で
陥
没
し
」
二
〇
八
Ｅ
:
　
Ｐ
Ｗ
　
７
.
２
１
８
)
'
更
に
「
重
な
る
　
…
　
大
洪
水
ま
た
大
洪
水
」
二

一
一
Ａ
:
　
Ｐ
Ｗ
　
７
.
２
２
４
)
も
あ
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
る
に
留
ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
天
変
地
異
が
、
神
々

の
（
中
の
）
神
、
諸
律
法
に
君
臨
す
る
ゼ
ウ
ス
」
の
「
デ
ィ
ケ
ー
」
（
正
義
の
裁
き
に
よ
る
罰
）
と
、

倫
理
・
宗
教
面
か
ら
も
眺
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
一
二
Ｉ
Ｂ
:
　
Ｐ
Ｗ
　
７
.
２
５
２
)
°
こ
こ
で
思
い
浮
か
び
ま
す

の
は
、
『
創
世
記
』
六
・
九
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
七
十
入
訳
聖
書
で
「
デ
ィ
ケ
ー
（
正
義
）
の
入
ノ
ー

エ
」
（
汐
耳
・
↑
・
巴
と
あ
る
義
人
Ｚ
～
孚
（
ノ
ー
ア
ハ
）
に
ま
つ
わ
る
生
類
殲
滅
と
し
て
の
洪
水
伝
説

（
六
・
五
―
九
・
一
七
‥
ノ
「
Ｊ
Ｂ
　
２
１
-
２
５
｣
で
、
こ
の
場
合
も
裁
く
神
が
世
界
に
も
た
ら
す
害
悪
が
表

立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
裁
く
神
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
、
そ

の
第
コ
ー
七
句
（
第
八
節
）
で
「
そ
の
顔
を
人
間
達
か
ら
背
け
る
Ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
(
父
）
」
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
他
方
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
は
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
二
九
Ａ
～
Ｗ
　
７
.
３
４
)
で
「
ア
ガ
ト
ス
」
（
善
き
）

と
形
容
さ
れ
、
こ
の
善
神
と
並
び
、
「
コ
ス
モ
ス
」
（
世
界
・
宇
宙
）
の
方
は
「
カ
ロ
ス
」
（
美
し
い
）

と
語
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
九
二
Ｃ
玉
Ｗ
　
７
.
２
０
８
)
で
「
コ
ス
モ
ス
」
は
「
ノ
エ
ー
ト
ン
（
叡
智
的

存
在
）
の
エ
イ
コ
ー
ン
（
似
姿
）
で
、
感
性
（
美
）
の
神
（
テ
オ
ス
ー
ア
イ
ス
テ
ー
ト
ス
）
で
、
最

大
か
つ
最
善
で
最
美
」
と
語
ら
れ
、
こ
の
「
似
姿
」
は
、
「
ア
イ
オ
ー
ン
（
永
遠
）
の
　
・
：
　
永
遠
な
る
似

姿
」
と
言
わ
れ
る
「
ク
ロ
ノ
ス
（
時
）
」
（
三
七
Ｄ
一
吻
屑
り
沢
）
と
呼
応
し
ま
す
。
更
に
プ
ラ
ト
ー
ン
は
例

の
善
神
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
に
四
一
Ａ
Ｉ
Ｂ
玉
Ｗ
　
７
.
６
４
)
で
こ
う
語
ら
せ
ま
す
。
「
私
か
デ
ー
ミ
ウ
ー

ル
ゴ
ス
（
造
物
主
）
か
つ
パ
テ
ー
ル
（
父
）
と
な
っ
て
い
る
抜
造
の
神
々
の
（
中
の
）
神
々
よ
、
汝

ら
は
私
に
よ
り
生
成
し
た
が
、
私
の
望
ま
ぬ
限
り
は
解
体
さ
れ
ぬ
。
…
（
Ａ
／
Ｂ
）
…
　
わ
が
ブ
ー

レ
ー
（
意
志
）
を
、
汝
ら
の
生
成
の
時
に
結
ば
れ
し
絆
よ
り
も
、
一
層
と
偉
大
か
つ
キ
ュ
リ
オ
ス
（
主

の
権
威
）
あ
る
デ
ス
モ
ス
（
絆
）
と
し
て
、
汝
ら
は
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
。
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
意

志
」
（
を
ご
Ｆ
）
と
「
（
盟
約
の
）
絆
二
∽
に
乱
）
が
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
深
く
係
わ
り
ま
す
。
即
ち
後
者

は
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
二
六
・
一
一
八
（
～
Ｈ
ｊ
）
に
お
け
る
最
後
の
晩
餐
で
イ
ェ
ス
ー
キ
リ
ス
ト
が
弟

子
達
に
語
る
Ｎ
ｏ
ｖ
ｕ
m
　
Ｔ
ｅ
ｓ
ｔ
ａ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ｕ
m
（
新
約
）
の
デ
ィ
ア
テ
ー
ケ
ー
（
遺
言
）
の
∽
～
乱
（
盟
約
）

を
想
い
起
こ
さ
せ
ま
す
し
、
前
者
は
思
想
詩
の
第
二
三
句
で
「
意
志
す
る
、
そ
れ
を
至
上
の
神
は
」

（
W
i
l
l
　
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
所
の
だ
ニ
ニ
意
志
す
る
）
に
結
び
つ
き
ま
す
。

　
　
「
意
志
」
の
背
後
に
は
人
格
あ
る
存
在
者
が
「
至
上
の
神
」
と
し
て
控
え
て
お
り
、
こ
れ
が
叙
事

詩
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
場
合
な
ら
「
神
々
の
（
中
の
）
神
ゼ
ウ
ス
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
実
際
そ
の

第
一
歌
の
冒
頭
（
一
　
・
一
１
七
:
H
I
　
６
)
で
ア
キ
レ
ウ
ス
と
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
静
い
を
取
り
上
げ

る
詩
人
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
、
「
ゼ
ウ
ス
の
ブ
ー
レ
ー
（
意
志
）
」
（
第
五
句
）
に
そ
れ
を
帰
し
て
い
る
通
り

で
す
。
こ
れ
に
対
し
哲
学
者
は
対
話
篇
で
、
一
方
『
ク
リ
テ
ィ
ア
ー
ス
』
で
「
神
々
の
（
中
の
）

神
ゼ
ウ
ス
」
を
、
他
方
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
で
「
善
神
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
を
出
し
、
彼
以
前

の
伝
統
的
神
話
世
界
観
と
、
彼
以
後
の
新
た
な
哲
学
風
世
界
観
と
の
両
方
に
目
配
り
を
し
て
お
り
、

や
が
て
古
典
古
代
の
没
落
と
共
に
滅
び
ゆ
く
神
話
世
界
観
に
取
っ
て
変
わ
り
、
彼
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル

ゴ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
思
想
圏
で
継
承
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
因
み
に
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
第

一
七
歌
の
第
三
八
三
句
に
は
「
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
達
」
と
あ
り
、
引
き
続
く
第
三
八
四
句
か
ら
第

三
八
五
句
に
か
け
て
「
預
言
者
１
　
　
「
医
者
」
「
大
工
」
「
歌
人
」
と
具
体
例
が
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、

普
通
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
と
い
え
ば
「
職
人
」
と
か
「
工
人
」
の
意
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を

『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
で
善
神
と
し
て
プ
ラ
ト
ー
ン
が
提
示
し
て
以
来
、
一
つ
の
伝
統
が
形
造
ら
れ
、

所
謂
シ
ラ
ー
が
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
二
七
九
〇
年
）
で
言
う
「
ギ
リ
シ
ア
の
賢
者
遠
の
デ
ー
ミ
ウ
ー

ル
ゴ
ス
」
（
「
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く
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プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
テ
ィ
ー
マ
イ
オ
ス
』
に
学
ん
だ
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
ー
ロ
ー
マ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
語
文
化
圏
の
学
識
あ
る
人
々
を
指
し
ま
す
。
例
え
ば
当
時
の
学
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の
中
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地
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ク
サ
ン
ド
レ
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ア
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の
ユ
ダ
ヤ
神
学
者
プ
イ
ロ
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ン
（
前
二
五
年
頃
―

後
五
〇
年
）
は
、
イ
エ
ス
（
前
四
年
頃
－
後
二
八
年
）
の
同
時
代
人
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
ロ

ゴ
ス
論
を
展
開
し
た
論
文
の
一
つ
『
モ
ー
セ
に
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る
世
界
創
造
論
』
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ゴ
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（
善
き
造
物
主
）
と
例
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ｉ
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ｐ
ｈ
ｉ
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〇
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
.
　
Ｐ
ａ
ｒ
i
ｓ
.
　
Ｇ
ａ
ｒ
ｎ
ｉ
ｅ
ｒ
-
F
l
a
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ｒ
ｉ
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ｎ
　
１
９
６
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Ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
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Ａ
ｒ
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ｎ
ｇ
ｈ
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ｌ
ｌ
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１
７
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７
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Ｓ
ｔ
ｕ
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耐
ａ
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Ｒ
ｅ
ｃ
ｌ
ａ
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ｎ
ｉ
ｖ
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ｒ
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i
b
l
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ｔ
ｈ
ｅ
ｋ
　
１
９
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Ｗ
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Ｂ
ａ
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Ｈ
ａ
ｍ
ｂ
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ｇ
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Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
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ｂ
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Ｂ
ｅ
ｃ
ｋ
　
(
ｄ
ｔ
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１
９
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Ｎ
Ａ
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Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
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ｌ
ｅ
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Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
.
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
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Ｗ
ｅ
ｉ
ｍ
ａ
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１
９
４
３
ｆ
ｆ
.
　
｛
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ｄ
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ｌ
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１
９
７
０
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Ｓ
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３
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-
３
９
７
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Ｓ
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ｎ
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ｕ
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ｇ
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ｏ
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１
７
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:
　
Ｔ
ｈ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
　
ｈ
ｒ
ｓ
ｇ
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ｖ
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Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
１
７
８
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-
１
７
９
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.
　
１
２
　
Ｈ
ｅ
ｆ
ｔ
ｅ
.
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｐ
ｚ
i
g
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の
ｏ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
１
７
８
７
-
１
７
９
１
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Ｆ
ａ
ｋ
ｓ
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m
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l
e
-
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
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Ｂ
ｅ
ｒ
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Ｌ
ａ
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ｇ
　
１
９
６
９
.
古
’
Ｈ
ｅ
ｆ
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Ｓ
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３
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３
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Ｓ
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ｃ
ｈ
ｉ
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ｌ
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ｈ
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ｉ
ｎ
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Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
ｅ
ｒ
　
１
９
６
５
-
１
９
７
６
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Ｈ
ｏ
ｌ
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ｅ
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’
Ｓ
ａ
ｍ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｗ
ｅ
ｒ
ｋ
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Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
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Ｋ
ｏ
～
ｈ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｒ
　
１
９
４
６
-
１
９
８
５
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９
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ソ
コ
）
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回
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「
ギ
リ
シ
ア
の
賢
者
達
の
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
」
と
「
至
上
の
神
」

（
□
ｅ
r
　
.
Ｄ
ｅ
ｍ
ｉ
ｕ
ｒ
ｇ
ｏ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｇ
r
ｉ
ｅ
ｏ
ｈ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
く
Ｖ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｎ
"
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
.
.
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
"
)

　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
全
九
節
・
全
ロ
ハ
○
句
一
叩
卜
に
・
呂
‐
呂
）
で
は
、

ま
ず
ロ
マ
ン
派
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
『
夜
の
讃
歌
』
｛
一
八
〇
〇
年
夏
八
月
刊
一
ソ
I
S
　
１
.
５
５

^
６
己
と
協
和

し
、
十
九
世
紀
初
頭
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
を
虜
に
し
た
第
｝
節
（
第
。
句
－
第
▽
八
句
）
に
お
い
て
(
Ｓ
ｔ
Ａ

７
.
２
.
合
ぐ
さ
３
-
４
３
己
、
奥
深
い
神
秘
を
湛
え
た
「
夜
」
が
歌
わ
れ
、
こ
の
根
源
に
「
至
高
者
」
（
第
九

節
、
第
一
五
五
句
）
へ
の
扉
が
開
か
れ
ま
す
。
続
い
て
第
二
節
（
第
一
九
句
１
第
三
六
句
）
に
入
り

ま
す
と
、
そ
の
霊
気
溢
れ
る
「
夜
」
と
好
対
照
を
な
す
「
思
慮
分
別
の
昼
」
（
第
二
四
句
）
が
話
題

と
さ
れ
、
こ
の
「
昼
」
の
側
に
啓
蒙
期
十
八
世
紀
、
即
ち
光
の
時
代
を
背
景
と
し
た
「
明
澄
な
目
」

（
第
二
五
句
）
が
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
で
『
夜
の
讃
歌
』
に
共
鳴
す
る
詩
人
は
敢
え
て
自
分
の
対
極

に
い
る
友
ハ
イ
ン
ゼ
、
つ
ま
り
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
を
捧
げ
た
親
友
と
向
き
合
い
、
相
互
対
話
を
繰

り
広
げ
ま
す
。
正
に
「
明
澄
な
目
」
こ
そ
快
活
な
冒
険
小
説
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
（
一
七
八
七
年
‥

Ａ
ｒ
ｄ
.
　
３
-
３
７
６
)
の
著
者
ハ
イ
ン
ゼ
に
相
応
し
い
詩
語
で
あ
り
、
こ
の
「
昼
」
の
側
に
立
つ
友
に
向
か
い

詩
人
は
、
「
汝
を
と
て
も
慈
し
む
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
～
（
至
上
の
神
）
」
（
第
二
三
句
）
と
語
り
か
け

一
八
四
　
（
1
8
4
）
　
ギ
リ
シ
ア
の
賢
者
達
の
デ
ー
ミ
ウ
フ
ル
ゴ
ス
」
（
シ
ラ
ー
『
モ
ー
セ
の
使
命
二
八
年
』
と
「
至
上
の
神
」
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
言
ｏ
年
上
今
年
、
第
二
三
句
）
　
（
高
橋
）
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