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仮象(Schein)と実在とが見事に織り合わされた詩想展開において、筆者は『パンと葡萄酒』の第一節『夜』

と「至上の神」（第二節の第23句）を掴もうと企てたよ特に仮象の幽魂の国としてギリシアを構想した先輩シ

ラーを踏まえつつ、ヘルダーリンがノヴァーリスと共通するロマン化の力で、仮象を実在あらしめ、現世を信

ずる表層の意識を深層へと誘ない、この深層に敢て神話とか宗教が息吹く生きた信仰の場を切り開いた点を高

く評価した。

Le Poete de≪Pain et ｖin≫fait ressortir ｓa4くNuit≫(vers 1-18) par contraste avec le ≪Dieu sup-

reme≫(vers 23) i.e. Zeus olympien, 1e≪jour reflechi≫(vers 24) et F≪ceil clair≫de l'auteur

activiste de l'≪Ardinghello≫(1787), Wilhelm Heinse a qui Holderlin a d6di6しce poeme des idees.

11 est a noter qu'ils considerent tous les deux ≪１ｅpenchant mfetaphysique coinme une certaine

virginite de r esprit≫et ne se rangent pas a l'avis esthetique du classicisme allemand de Goethe

et de Schiller, ceux-ci se sont en effet distanci6s de ｌａﾀﾞ≪profondeurde r esprit･philosophique≫de

HolderlinレL'image la plus importante de 1'≪Ardinghellc ≫est r≪Ourania, 1a vierge brillante,

dont la ceinture magique tient tout l'univers ensemble dans le ravissement furieuχ≫. Cette

deesse digne de la ≪virginitymetaphysique≫de Holderlin a un equivalent dans les vers 59-60 des

≪Artistes*(1789) de Schiller: ≪rOurania terriblement magnifique (59/60) qui　met　bas　sa

couronne de ｆｅｕ≫.Depuis 1794, Schiller et Goethe font alliance contre la jeune generation ｒ6-

volutionnaire qui s'enthousiasmeよpour la ≪profondeur de r esprit philosophique≫et se sent ＆

l'etroit dans la restauration esthetique du classicisme allemand. Nous pouvons compter aussi

Novalis par mi cette jeune generation et donner ses ≪Hymnes k la Nuit≫(1800)ｃｏｍｍｅ preuve,

parce qu'ils sont aussi d'une grande profondeur metaphysique que la ≪Nuit≫(1800) de Holderlin.

D'ici on voit, d'un c5t6 la nouvelle alliance avec Ｆ≪oeilc!aiｒ≫de耳einse que ｌｅ≪Dieu supr§nie≫

des olympiens fetheres ≪aime beaucoup≫(vers 23),･par opposition .ａl'ancienne　alliance　de

Schiller et de Goethe depuis 1794, de I'autre cote 1a grande &ｍｅromantique qui e台t commune

entre la ≪Nuit≫etles ≪Hymnes ａ la Nuit≫et ravit Brentano, １ｅpremier expert convenable im-

mediatement apres la publication des quelques poemes dｕ≪poete wurtembergeois devenu foｕ≫

dans les ≪Almanachs des Muses≫(1807 et 1808):≪Particulierement la Nuit est limpide et eclairee

d'6toiles et solitaire …≫(Ｌａlettre de Brentano ａ Runge le ２１Janvier 1810). Si le poete de la

≪Nuit≫reste fidele au romantisme, il n'ouvre iamais une voie ＆ travers la ≪Nuit≫a la recherche

d6 1a ≪Grece bienheureuse≫(ｖｅｒｓ55) de≪Pain et ｖin≫，０色≪１ｅgrand Destin≫(vers 62)dｕ dieu

brillant nomme Phebus ApoUon frappe CEdipe et sa fille Antigone a la fleur de Ｆ &ｇｅdans la

琵tｅdionysiaque des tragedies au theatre en plein air. 11 6n rfisulteque la ≪Nuit・(vers 116) de

1'≪Ｈｅｓp4ｒie≫(vers150) fait equilibre au ≪Jour≫(vers 72) des dieux grecs.



２ 高知大学学術研究報告　第4=7巻ﾚｹﾞﾍﾞ四98年)………万=j,j人文゜科学/

Ｈ�/臨ｒ十｡nhersteしGott……卜しﾉ自ﾌﾟﾄﾞod………u°nd::=゜WeHolderlins 。Nacht"ﾄｕhdｹd4r、Ｑｂｅ･‘ste G･φtt"･:万(･｡･=｡

　Der 。oberste Gott“(V.23)√deｒし｡beson如ｎｅニT面ﾀﾞﾉ（y=｡･万i

der zweiten strophe (V.19-36) vo社印ld縦姐Sｿﾞ丿隔八面卜W4如卜

Strophe (V.1-18) voraus, deren、,, schwarm昨ische und〉画牡如臨岫

｡geheime　Nacht“（Ｖ.μ府､）∧sich　。wunderbar"(V∧坦ト<但れﾉ………yに4J6°j

Brentano (!778-1842) auswirkt (Stuttgar仙ｒ:串丿lderlin-Ausgabeｿ

95.。Ｂｒod:ｕうdトWein'‘ V.l-160 = StA 2.90-9ら）：ソサund einige:ｑ4佃

Wiirtem

(｡Stuttgart'‘), sein Rhein, Pathmos√=佃(

Seckendorf'sﾚvon 1807 und 1808 vergessen

betrachtende Trauer so herrlich auserespro

und ･versinkt･ in denぺbittern∧Brunnen

appkalyptischer Stern Wermuth wunderbarニｒ曲如面∧油i

W面n Sie diese Biicher犬finden十konnen, so lesen………Sied

Ｎａむh t klar und sternenhell und einsam undﾍ心le riic

Erinnerung;トichﾚhalte sie fiir eines der g-elun如面teね……g.=･,(

an Runge vomﾄ21.1.1810: StA 7.2.407). Dieseﾚ血如融

symbolisiert s1(ホｕｎ･ter anderem durch 貼sト｡gゆ雨ねj)一万ko]

und das Schattenbild unserer Erde, der Mond (V↓=皿ハ

Schwarme心che, die Nacht kommtバV.15/V.16) Vollﾚ

　Erst im V.14 laBt sich der 。Mond“ direkt……=万れehねe]

obschon∧eｒ万　die　ganze ＼Stadtし　stillschweigend。ﾚe皿

wahrscheinlich keine kiinstliche Beleuchtung血＼面だ]Ｖ叫

Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,づ‥“=………(,,Brod:9万

wirkende 。Mondschein “ eines Beethoven,□d尚………j･一万BI生耐iti

Einklang bringt, steht im deutlichen Kontrast……ねi囃ｊ

G6tter"(V.9以der dem , wahren十Ｔ沌e des Se肩車

Umlenkung der Seeleよｗe1〔ポe aus einem glei西海皿〕頗ｄ

Seienden∇jene Auffahrt antritt, welcheトｗlｒ万万ebeねdi:り;:1:

(Platons△｡Staat“ 521C: WerkeﾄGriechisch/ Deutscしヶ姐由

Wisse尚尚aftlicheトBuchgesellschaft 197ト1981.………Bd.4.………S4万:･

Gegensatz vom。Schein“ist das。wahrhaft seiende……:W16

wahrhaft Seieれde“(ｔ∂77ル)｡･;/ ｡Das farblose心面仏皿心y↓

das nur der SeeleつFiihrer, 1＼ＯＶＩＣ√zum Beschau昨レ叫t=t

wahrhaften十Wissenschaft:叫√nimmt jenen O吽ﾉｹ6江/………:

unvermischter Vernunft und Wissenschaft ｎ盛れ∠娠ドノ

gむbiihrt, aufnehmen soil ―しso freuen sie sich,
W●　　　z　｡■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　■　■
zu erblicken√ｕnd十nahren sich ａｎ一Beschauung desﾚ叩j

5.76/77). Die ..seeligenﾚGotter“ gelten also f面二丿

ovTmc) im｡Phaidroが(247E:PW 5.:78)undﾚ丿這……1･0

i:゛………1800-1801. V.23)

血1ﾆTAKAHASHI

s ,,klare……Auge"(V.25) in

が］Verse) setzen die erste

7如姐司i賭iが,エnamlich die

Dmantisierenden　Clemens

耶:-1977/ﾕ985. Bd.2. S.90-

沁j･ｿ……jW･ah･ﾘsinnig

lacht,十s吋皿上Herbstfeyer

）1寸りy/……Ｍ叩己nalmanachen

「=錨血友俗istvielleicht hohe

脱姐／di:eser Genius dunkel

如心……ﾚ攻ber glj

/班油分seiner Empfindung･

ﾄdoch.､ヶ･BeSonders･ ist d i e

warts……tonende Glocke aller

t｡町Brentanos Brief

/｡Nachド上Holderlins

ild“(V.14):。Sieh ！

;………gehe:1㎞丁ねmf:auch;　die

ﾌ:……=･4

ﾑ…………=｡6s･･｡･damalsしum　1800

姐卜:, Rings:ｕ皿トruhet die

白太打よDieser∇verborgen

deutschenｹﾞ∧Romantik in

や融づ‘=‘(V.72)……d6ｒ……｡seeligen

Bntspricht:………｡Es ist eine

ﾉﾚ加∧ﾚdem wahren Tage des

losophie∧うeう皿n wollen.“

ermacher etc｡:Darmstadt.

≠………PW 4ご574/ 575)レDer

ﾄovrmc oiaa),ﾄd.h.。das

万両ahrhaft二seiende Wesen,

ﾚd臨∧das Geschlecht der

ottes犬Verstand siむhしvon

徊匯∧See!ｅ,〉die, was ihr

乱万Seiende)△wieder einmal

:(,,Phaidros“247C-D:PW

竃面面n Wesen" (岫加ra

von ･Holderlins 。Brod



ヘルダーリンの『夜』と「至上の神」（『パンと葡萄酒』1800年-1801年．第23句）（高橋） ３

und Wein“: 。…; dann aber in Wahrheit (V.81/V.82) Kommen sie selbst und gewohnt

werden die Menschen des Gliiks （Ｖ.82/Ｖ.83）Ｕｎｄ des Tags und zu schaun die Offenbaxen,

das Antliz (V.83/V.84) Derer, welche, schon langst Eines und Alles CEv xal Ilav) genannt,

（Ｖ.84）“(5.Str. V.81-84: StA 2.92)｡

　｡Ewig klar und spiegelrein und eben (V.1/V.2) FlieBt das zephyrleichte Leben （Ｖ.2/Ｖ.3）

Im 01ympこden Seligen dahin.“(Schillers Nationalausgabe. Weimar 1943ff. Bd.l. S.247 =

NA 1.247). Mit diesen Versen beginnt die Urfassung von 。Das Ideal und das Leben“。,Das

Reich der Schatten“(1795). Wohl ist der Dichter geschickt in der Kristallisation der

。seeligen Gotter“， aber sie sind ihm keine Geburten sines eigenen Bluts, sondern bloB ideale

｡Schatten “･im Kopf. Denn 。der Schonheit Schattenreich “（Ｖ.40: NA 1.248) hangt von 。des

Erdenlebens (V.175/V.176) Schwerem Traumbild“（ＮＡ 1.251) ab:　。Nur dem Ernst, den

keine Miihe bleichet, (V.107/V.108) Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born, （Ｖ.108/

V.109) Nur des Meisels schwerem Schlag erweichet (V.109/V.110) Sich des Marmors sprodes

Korn.“（｡Das Reich der Schatten“ V.107-110: NA 1.250). Je schwerer 。des Erdenlebens

Traumbild" wird, desto schwebender wird Schillers 。zephyr!eichtes Ｌｅｂｅｎ“，das der verklarte

Herkules symbolisiert:　。Froh des neuen ungewohnten Schwebens (V.174/V.175) FlieBt er

aufwarts, und des Erdenlebens (V.175/V.176) Schweres Traumbild sinkt und sinkt und

sinkt.“（｡Das Reich ｄｅｒ･Schatten “ Ｖ.174-176: NA 1.251). Diese Polarisation gleicht sich

durch Holderlins schattierte Wirklichkeit des Erdenlebens in der verborgen wirkenden ｡Nacht“

und aus tiefster Seele idealisierte Antike aｕs:　。Seeliges Griechenland!　…（Ｖ.55）‥･（StA

2.91/92卜…Wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Spriiche?(V.61/V.62) Delphi

schlummert und wo tonet das groSe Geschik? （Ｖ.62/Ｖ.63）Ｗｏ ist das schnelle? wo brichts.

allgegenwartigen Gliiksトvoll (V.63/V.64) Donnernd aus heiterer Luft iiber die Augen herein?

(V.64/V.65) Vater Aether! ･‥“（｡Brod und Wein “ 4.Str. V.55/V.61-65: StA 2.91/92). Ein

Damonium ist 。das groBe Geschik” eines Apollon Oder eines Zeus, dem der 。oberste Gott“

(V.23) als bloB apollinischer Zeus gegeniibertritt: 。So bewegt sie (die Nacht) die Welt und

die hoffende Seele der Menschen, (V.21/V.22) Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet,

denn so (V.22/V.23) Will es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum (V.23/V.24)

1st noch lieber, wie sie, dir der besonnene Tag.“（｡Brod und Wein“ 2.Str. V.21-24: StA 2.90)｡

　Der miし,dｕ“(V.23f.) angeredete Heinse (1749-1803) als lebensfroher Aktivist der Auf-

klaxung bildet einen scharfen Kontrast zu den 。Dichtern in diirftiger Zeit“(V.122):。･‥

Indessen diinket mir ofters (V.119/V.120) Besser zu schlafen, wie so ohne Genossen zu seyn,

(V.120/V.121) So zu harren und was zu thun indeB und zu sagen, (V.121/V.122) WeiB ich

nicht und wozu Dichter in diirftiger Zeit? (V.122/V.123) Aber sie sind, sagst du, wie des

Weingotts heilige Priester, (V.123/V.124) Welche von　Lande zu Land　zogen in heiliger

Nacht.“（｡Brod und Wein“ 7.Str. V.119-124: StA 2.94). Im Zentrum des Interesses steht das

Zwiegesprach, das der romantisierende Dichter der ｡Nacht“ mit dem vom 。ober‘sten Gott“

｡sehr geliebten“ Augenmenschen fiihrt: 。Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten

（Ｖ.25/Ｖ.26）Ｕｎｄ versuchet zu Lust, eh’ es die Noth ist, den Schlaf, (V.26/V.27: StA 2.90

/91) Oder es blikt auch gern ein treuer Mann in die Nacht hin,“（｡Brod und Wein“ 2.Str.

Ｖ.25-27: StA 2.90f.). Wir charakterisieren Heinse durch 。Ardinghello und die gliickseeligen

Inseln. Eine Italianische Geschichte aus dem sechszehnten Jahrhundert“ (1787) und Holderlin
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durch 。Hyperion oder der Eremit in Griecheりland"(1797ハ799). Der ･vitale Ardinghello

offenbart ･sich im Teil 5 des zweiten Bandes: 。A11 mein Wesen ist GenuB und Wirksamkeit;

heiter der Kopf, immer voll heller Gedanken, reizender Bilder ｕnd二bezaubernder Aussichten,

und das Herz schlagt mir wie einer jungen Bacchantin im ersten ｇ血ｚ freien Liebestaumel.“

（｡Ardinghello “ Stuttgart. Reclam-Universal-Bibliothek 1975. S.364)｡。Wohin, mein Schwar-

mer, erwiedert' Alabanda troken, und ein Schatteﾀﾞvon Spott schien 肋ｅｒsein･ Gesicht zu

gleiten. Ich war, wie aus　den Wolken gef alien.“（StA 3.32) - so klart Holderlin den

niichternen Sachverhalレdes traumerischen Hyperion▽auf,……der sich die folgende Meinung

bildet: 。０ ein Gott ist der Mensch, wenn er traumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt, und

wenn die Begeisterung hin ist, steht er da, wie ein misrathener SO卜八√den der Vater aus dem

Hause stieB, und betrachtet die armlichen Pfennige, die ihm das Mitleid auf den Weg gab.“

（StA 3.9)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡●　　＼ﾌﾟ一万　十＼

　Was der Bund mit dem tatigen Geist des besonnenen Verfassers des 。Ardinghello“ 昆ｒ

Holderlin bedeutet, erlautert Heinses Brief an Sommerring vom 24.10.1797:　。Hyperions

Briefe sind ｖ011 lebendiger Empfindung und tiefem Gefiihl. Er iStトein Apostel der Natur. Es

sind Stellen darin, als von Seite 86 an, so warm und eindringend,∇da6 sie selbst den alten

Kant ergreifen und von seinem bloBen Schein aller……pin如くﾚ:万･bekehre･nsollten. Meinen Segen

dem jungen Helden auf seiner Laufbahn.“(StA 7.2.113). Es ist dieses 。tiefe Gefiihl“,das den

Bundesgenossen der Weimarer Klassik beunruhigt: 。Auf rich tig, ich fand in diesen Gedichten

viel von meiner eigenen sonstigen Gestalt, und es ist nicht das erstemal, daB mich der

Verfasser an mich mahnte. Er hat eine heftige Subjectivitat, und verbindet damit einen

gewissen ｐｈｉｌｏｓｏｐｆｉｉｓｃｈｅｎGeist und Tiefsinn. Sein Zustand ist gefahrlich, da solchen Naturen

so gar schwer beyzukommen ist.“(Schillers Brief 卵〉Goethe vomﾌﾟ30.6.1797: StA 7.2. 98）.

Der dualistische Dichter von　。Das Ideal und das Leben"(l.Fa乱　1795) stimmt　keinem

paradoxen Gedankengang zu, wahrend Holderlin in den V.3-4 der apokalyptischen Hymne

｡Patmos“(l.Fas. 1802) singt:。Wo aber Gefahr iｓtよwachst / Das Rettende auch.“（StA

2.165). Der sinnige Freund kennt sich in der schiefen Lage∧seines Bundesgenossen aus und

gibt sofort eine Ａｎ七wort, um ihn fiir sich 2ｕ gewinnen: ｊねh will Ihnen nur auch gestehen

daB mir etwas von Ihrer Art und Weise aus den Gedichten entgegensprach, eine ahnliche

Richtung ist wohl nicht zu verkennen, allein sie haben ｗりder die Fiille,･づnoch die Starke,

noch die Tiefe Ihrer Arbeiten.“(Goethes Brief an Schiller vom 1.7.1797: StA 7.2.100). Die

asthetische Mission der Weimarer lehnt den ，｡philosophischen Geist und Tiefsinn“ ab, der

gerade der Kern der gedankenlyrischen　Dichtung HolderliねS　iStト｡Ich　betrachte jezt　die

metaphysische Stimmung, wie eine gewisse Jungfraulichkeit des G山畑S“(Holder lins Brief an

Schiller vom August 1797: StA 6.249)｡　　　　　　し　　　　　　ト

　Holderlins　metaphysischer　Tiefsinn　zeugt　davon, nach………:Heinses　zitiertem　Brief　vom

24.10.1797, ,,selbst den alten Kant　ergreifen　und　von　seinem bloBen　Schein　aller Dinge

bekehren “ zu konnen. In der Tat verbirgt sich eine unerschopfliche Gedankenfiille in　der

idealisiertem Gottertag vom 。seeligen Griechenland“(V.55)万万血1･d dむiﾄ･｡｡romantisierten。Nacht“

(V.15). Der oben erwahnte 。Mondschein“ entspricht nicht diesem 。bloBen Schein“　der

philosophischen Aufklarung, sondern vielmehr jenem　。ｕhφndlichenニSchein“　des　。roman-

tisierenden“ Novalis: 。Die Welt mu6 romantisiert werden. So findet man den urspriing-
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lichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. …Indem ich

dem　Gemeinen einen hohen　Sinn, dem　Gewohnlichen　ein　geheimnisvolles　Ansehn, dem

Bekannten die Wiirde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so

romantisiere ich eS.“(Novalis 。Fragment von 1798“: Schriften. Leipzig. Bibliographisches

Institut 1929. Bd.2. S.335). Die traditionelle Vorzugstellung des platonischen 。Seins“ ersetzt

nun die deutsche Romantik durch den Vorrang des nuancenreich schattierten 。Scheins“ vor

dem positiven　。Sein“. In　diesem　Zusammenhang　bleibt　Schillers　ideale　Scheinwelt　der

griechischen Gotter noch im Bannkreis des Vorzugs des Seienden, d.h. des 。Erdenlebens “

(Daseins), das aber durch Holderlins nuancierte Romantisierung substanzlos wird. indem

sich das idealisierte 。Griechenland “（Ｖ.55）Ｖｏｎ 。Brod und Wein“ durch die dichterische

Seelenkraft verwirklicht, um iene Polarisation von Schillers　。zephyrleichtem Leben“　und

schwerem 。Erdenleben “ auszugleichen. Dabei verwandeln sich Heinses 。gliickseelige Inseln“

ins 。seelige Griechenland“. Dies ist eine 。qualitative Potenzierung“。.dern Bekannten die

Wiirde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein zu geben“. Der auf-

kiarerische GenuB des　diesseitigen　Lebens　spiegelt　sich z.B. im　didaktischen　Poem　。Le

Bonheur, Poeme allegorique“　des HelvStius (1715-1771):　。Un ｂｕt:　assurer le　bonheur de

l'homme. Philosophie pratique, speculations orientees vers des applications imm§diates de

felicite palpable (tastbare Gliickseligkeit), confort et bien一色tre.Le poeme d'Helv§tius ひ

Ｂｏｎｈｅｕｒ,tous les philosophes l'auraient contre- (p.9/p.lO) signe: le bonheur n'est ni dans

rambition, ni dans la richesse; nSanmoins, 1a recherche du plaisir (Suche nach dem Ver-

gntigen) est le seul ressort du travail, l'intention de richesse et de grandeur le seul mobile

d’ａｃtiｖit6:r amour du plaisir est legalise, l§gitime par ses fins. II suffit qu'une bonne legis-

lation empeche Feχces de chacun par uiie rSglementation du luxe, 1’ｅχcesd'un seul par une

repression du despotisme. La mSthode sera done ｈｕｍａｉｎｅ.nedepassera pas les limites d'un

monde terrestre (Grenzen der irdischen Welt), seul systeme de reference; refusant de consi-

derer le monde transcendant, le ciel et ses dieux （in der Ablehnung der Betrachtungen uber

die iibersinnliche Welt, den Himmel und seine Gotter). Revenir a la　ｎａtｕｒｅpar la raison.

Des formules sans cesse redites reprennent les devises de la Renaissance.　Ｔｕ ｅ８ｈｏｍｍｅ.

tｉｅｎｓ-tｏｉａｎｘ　limites de Vhomme (Du bist Mensch, halte dich an die　Grenzen　des

Menschen),…“(Saulnier, Verdun-L.。La Litt§rature francaise du siecle philosophique

(1715-1802)“≪Que sais-je≫Paris. Presses universitaires de France 1948･ p.9 sｑよ Der Poet

auBert sich selbst iiber dasselbe Thema in den V. 273-274 des zweiten Cantos seines 。Gliick-

seligkeit“（Ｂｏｎｈｅｕｒ）:。Cebonheur, 6 mortels, que nous recherchons tous, / N'est que l'en-

chainement des instants les plus doux (Kette der siiBesten Augenblicke)“(CEuvres completes

d'Helvetius en 14 volumes. Paris. P. Didot raine 1795. Hildesheim. 01ms 1967. Tome 13.

p.42)｡

　｡Irdisches　Vergniigen in　Gott“(Teil I-IX. Hamburg　1721-1748) des　Barthold　Heinrich

Brockes (1680-1747) gilt auch 錨ｒ eine 。Kette der siiBesten Augenblicke“ innerhalb der

｡Grenzen des Menschen und der irdischen Welt“. In der deutschen Lehrd･ichtung machen

Friedrich Hagedorn (1708-1754) und･ Albrecht Haller (1708-1777) sich die Uberwindung dieses

irdischen Standpunkts zur Aufgabe: 。Hagedorn ist in eben dem Jahre, aber sechs Monate

friiher als ich, gebohren. Beyde kamen wir in ･eine Zeit, da die Dichtkunst aus Deutschland
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sich verlohren hatte. Denn Brokes und Pietsch hatten einzelne, und jener zuweilen grosse

Schonheiten, er iiberlies sich aber allzusehr der ｕｎむndlichenしFertigkeit, mit welcher ihm die

Reime aus der Feder giengen.“(Haller 。Tagebuch seiner Beobachtungenﾘber Schriftsteller

und Tiber sich selbst“ Bern. N.E. Haller 1787. Frankfurt am Main. Athenaum 1971. Teil 2.

S.119). Im biirge雨chen Ernst stimmt 。Die Gliickseligkeit“（!743) des Hagedorn mit Hallers

｡Alpen“(1729) und anderen Werken des　,,Versuchs schweizerischer Gedichte “（1732-1777)

iiberein. Aber es ist vor allem Hallers 。i皿rer ･Ruf‘≒………derしunszu Holderlins 。seeligem

Griechenland “ des 。groBen Geschiks“， mit andren Worten ｊ｡zum Heile schreckt“(Haller

｡tjber den Ursprung des libels“ 1734. Buch 3.:V. 163: Gedichte edﾚL. Hirzel. Frauenfeld. J.

Huber 1882. S.140). Mit solch einem。innren Ruf" bringt ＨりMerlin Hein卵s Eudamonismus

in Einklang, indem er die entsprechende Metaphysik aus Gemischtroman 。Ardinghello“

heraushebt: 。Urania, die glanzende Jungfrauにhalt mit ihremﾚZaubergiirtel das Weltall in

tobendem　Entziiken　zusammen. Ardinerhello“(Holder lin　。Hymne　an　die　Gottin　der

Harmonie“ 1790-1791. Motto: StA 1.130). Das Original heiBt:ｹﾚ。Und die Liebe ward geboren,

der siifieGenuB aller Naturen fiireinander, der schonste, alteste und jiingste der Gotter, von

Uranien, der glanzenden Jungfrau, deren Zaubergiirteレdas Weltall〉in tobendem Entziicken

zusammenhalt.“(Heinse 。Ardinghello“ Bd.2 Ｔｅよ4:　ｏｐ.つcit.S.270). Im Urtext des vitalen

Heinse erinnerレuns 。der siiSe GenuS aller Naturen“ an Helv§tius eudamonistischen Satz:

｡Diese Gliickseligkeit ist nichts anders als die Kette deｒｿsiiBesten Augenblicke“（Ｃｅ bonheur

n'est que renchainement des instants les plus doｕ幻inダden oben schon zitierten V.273-274

des zweiten Cantos ｖｏｎ。Le Ｂｏｎｈｅｕｒ“｡０ｈｎ。diesenebensachliche。Liebe “　zu erwahnen,

konzentrieren sich die beiden Nachfolger Hallers, Holderlin und Schiller auf die iungfrau-

liche Gottin: 。die furchtbar herrliche Urania (V.59/V.60) mit abselegtむｒ Feuerkrone （Ｖ.60

/V.61) steht sie － als Schonheit vor uns daバNA 1.285/300) Sie selbst, die sanfte Cypria

(Aphrodite), (V.433/V.434) umleuchtet von der Feuerk如･ne ･(NA 1.300/301) steht dann vor

ihrem mundigen Sohne (V.435/V.436) entschleyert - als Urania; “(Schiller 。Die Kiinstler“

1789). Auf der anderen Seite fallt Schiller ein hartes Urteiレ尚｡－･･犬denn die bloB sinnliche

Glut des Gemahldes und die iippige FiiUe der Einbildungskraft machen eE? noch lange nicht

aus. Daher bleibt Ardinghello bey aller sinnlichen Energie und allem Feuer des Kolorits

immer nur eine sinnliche Karrikatur, ohne Wahrheit ｕ姐トohne asthetische Wurde.“（｡Ueber

naive und sentimentalische Dichtung“ 1795-1796: NA 20.464)｡

　Dieser kosmischen Urmutter entspricht Holderlins ,,metaphysische:Stimmung“als 。gewisse

Jungfraulichkeit des Geistes“， die der asthetische Bund der beiden Weimarer seit 1794

ablehnt. Vor diesem Bund mit Goethe zeugen vor　allem Schillersし.Kiinstler“(1789) von

einer Fiille der 。metaphysischen Stimmung“ und machen sich mit Heinses 。Uranien, der

glanzenden Jungfrau“ ｖｏｎ。Ardinghello“(1787) gemein. Hesiods Trias vom neutralen

｡Chaos“(V.116), der femininen 。Erde (Gaia)“(V.ll牡und demトmaskulinen 。Eros“（Ｖ.120）

in seiner　。Theogonie“(Hesiodi　Carmina.　BibliothecaダTeubneriana. Editio　tertia　1913.

Stuttgart. Teubner　1967.　S.9) habe nach Heinse　ihren　U臨皿ung　in　der　jungfraulichen

Urmutter des Weltalls, die 。Urania“ heiBt. Da sie im Zentrum des Interesses steht, spielt

der 。oberste Gott“ (V.23) als Reprasentanz der patriarchalischen Vaterschaft in der zweiten

Strophe von 。Brod und Wein “ eine NebenroUe. Auf ∧der anderen Seite riickt er in den
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Brennpunkt des klassischen Schiller:　。Zwischen　Sin加ngliick und Seelenfrieden (V.7/V.8)

Bleibt dem Menschen nur die bange Wahl. （Ｖ.8/Ｖ.9）Ａｕf der Stirn des hohen Uraniden （Ｖ.9

/V.IO) Leuchtet ihr vermahlter Strahl. ‥･（ＮＡ 1.247/251)･■･ Des Olympus Harmonien

empfangen (V.177/V.178) Den Verklarten in Kronions Saal, (V.178/V.179トUnd die Gottin

mit den ＲＯＳｅｎｗａｎｇｅｎ（Ｖ.179/Ｖ.180）Reichtihm lachelnd den Pokal.“（｡Das Reich der

Schatten“1795. Anfang/SchluB). Dieser Enkel des 。Uranos“(V.127: Carmina. S.9) und Sohn

des 。Kronos“(V.137: Carmina. S.IO), namlich der olympische 。Zeus“(V.457:　Carmina.

S.25), den der Dichter der 。Theogonie“ 。der Gotter Vater und der Menschen“（Ｖ.47:

Carmina. S.5) nennt, entspricht eben Schillers 。zephyrleichtem Leben im Olymp “ ，das einen

diametralen Gegensatz zur romantisierten　。Nacht “　Holder lins bildet, und laBt sich als

｡eigentlicherer Zevs“ kritisieren : 。Fiir uns, da wir unter dem eigentlicheren Zevs stehen, der

nicht nur zwischen dieser Erde und der wilden Welt der Todten ｉｎ ｎ ｅ ｈ ａｌ t，sondern den

ewig menschenfeindlichen Naturgang, auf seinem Wege in die andre Welt, entschiede-

n e r z ur Erde z w i n g e t, … （StA 5.269/270)…, da hingegen die Haupttendenz in den

Vorstellungsarten unserer Zeit ist, etwas　treffen　zu konnen, Geschik zu haben, da das

Schiksaallose, das 加atwQOv, unsere Schwache ist.“(Holderlin 。Anmerkungen zur Antigona“

1804ヽKap.3). Es ist gerade das ｡｡seelige Griechenland “ (V.55),･｡wo tonet das groBe

Geschik“（Ｖ.62）ｖｏｎ 。Brod und Wein“ und 。die furchtbar herrliche Urania mit abgelegter

Feuerkrone steht　sie　一　als　Schonheit　vor uns　da.“（｡Die　Kiinstler“V.59-61). Schillers

substanzloses 。Ideal“im。Reich der Schatten “ (1795), das 。der Stirn des hohen Uraniden“

beherrscht, erganzt sich durch das hereinbrechende Damonium des 。groBen Geschiks“， dem

die matriarchalische Nachtseite der griechischen Mythe entspricht｡

　Da der 。oberste Gott“ die nachkommende Tagseite der Mythe, d.i. die Domane der

Olympier vertritt, gehoren z.B. die Gottheiten von 。Brod und Wein“， Demeter und Dionysos

zu ihrer grundlegenden Nachtseite, die Holder lin im Brief an Fr. Wilmans vom 28.9.1803

｡das Orientalische“ nennt:二,Ich hoffe. die griechische Kunst, die uns　fremd ist, durch

Nationalkonvenienz und Fehler, mit denen sie sich immer herum beholfen hat, dadurch

lebendiger, als gewohnlich dem Publikum darzustellen, daR ich das Orientalische, das sie

verlaugnet hat, mehr heraushebe, und ihren Kunstfehler, wo er vorkommt, verbessere."

（StA 6.434). Ein 。Orientalisches“ ist das homerische 。ApoUonsreich“, das in Holderlins

Brief an Ｃ. U. Bohlendorff vom 4.12.1801 der 。abendlandischen　Junonischen

N U c h t ｅｒ n h e i t“ entgegensteht: 。Es klingt paradox. Aber ich behaupt' es noch einmal,

und stelle es Deiner Priifung und Deinem Gebrauche frei; das eigentliche nationelle wird im

Fortschritt der Bildung immer der geringere Vorzug werde. DeBwegen sind die Griechen des

heiligen Pathos weniger Meister, weil es ihnen angeboren war, hingegen sind sie vorziiglich

in Darstellungsgaabe, von Homer an, weil dieser auBerordentliche Mensch seelenvoll genug

war, um die abendlandische Junonische Niichternheit fiir sein Apollonsreich zu

erbeuten, und so wahrhaft das fremde sich anzueignen. Bei uns ists umgekehrt. DeBwegen

ists　auch so　gefahrlich　sich　die　Kunstregeln　einzig　und　allein　von　griechischer

Vortreflichkeit zu abstrahiren. Ich habe lange daran laborirt und weiB nun daB auSer dem,

was bei den Griechen und uns das hochste seyn muB, nemlich dem lebendigen VerhaltniB und

Geschik, wir nicht wohl etwas gleich mit ihnen haben durfen.“（StA 6.426). Unter diesem
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Gesichtspunkt Holderlins begeht der Dichter von ｡Das Idealﾄund das Leben“ den griechischen

｡Kunstfehler“, das fiir die Griechen 。eigentliche nationelle Orientalische“ zu 。verlaugnen“，

so daB das griechische 。Ideal“substanzlos wird. Im Gegensa切加m klassischen Schiller wagt

der romantisierende Novalis auch das 。Orientalische“ inｹﾞd（万作�ten deｒ……｡Hymnen an die

Nacht“（1800）ｚｕ betreten: 。Zur Hochzeit ruft der Tod　一丿Die Lampen brennen helle －

/ Die Jungfraun sind zur Stelle － / Urn Ｃ）1ist･ keine N叫二/ Erklange doch die Feme /

Von deinem Zuge schon, / Und ruften uns die Sterne /……Mit Menshenzung' und Ｔｏｎ.“

（｡Hymne　５“:　Schriften.　BdよS.63). Geschickt　ｗebレ面r Romantiker die　nachtlichen

Mysterien der Demeter in seine christliche Nacht ein, um dasトoberfl乱己hliche der Olympier

wie das tiefgriindige Griechentum der Demeter, des Weingotts etc. seinem Christentum

unterzuordnen, und singt sein hochste Mysterium: 。Nach dir, Maria, heben / Schon tausend

Herzen sich. / In diesem Schattenleben / Ｖりrlangten sie n耳………dich./ Sie hoffen zu genesen /

Mit ahndungsvoller Lust － (op. cit. S.63/S.叫卜Driickst如く雨レheilges叩esen, / An deine

treue Brust.“(Novalis｡Hymnen an die Nacht“ 1800. Hymne 5)｡ｹﾞDiematriarchalische Nachtseite

der griechischen Mythe basiert auf der oben erwahnten Mutter 。Erde“(Gaia) im V.117 der

｡Theogonie “ Hesiods : 。Brod ist der Erde Frucホt, doch iS皺∧籾m Lichte geseegnet, (V.137/

V.138) Und vom donnernden Gott kommet d毎ﾚFreude d飴くWeins.“（｡Brod und Wein" 8.Str.:

StA 2.94). Der Dichter balanciert zwischen d6血。donnernden Gott“（Ｖユ38), namlich dem

｡obersten Gott“(V.23), den Hesiod。der Gotter Vater und der Menschen“(V.47) nennt, und

der Mutter 。Erde“(V.137), auf die sich Heinses iungfrauliche 。Urania'‘(Aphrodite), die

fruchtbare Demeter, ihre Tochter Persephone u.a.m. bezi曲血:ﾄ。Sehntsich der hehre Himmel

nach der Erde SchoB, / FaBt Sehnsucht auchしdieErde, ih血:=肩rmahlt加sein. / Und Regen,

der, umarmt er sie: vom Himmel stromt, /　Schwangert die Erd, und sie gebiert dem

Menschenvolk / Der Herden Weide und Demeters Frucht fiirs Brot. / Der Baume Bliite wird

durch solcher Brautnacht Tau / Gedeihnde Fｒｕ（ホt.Bei allede血bin ich am Werk.“(Aschylus

｡Die Danaostochter” 55: Tragodien und Fragmente. Griechisch/ Deutsch………Tusculum-Biicher.

Miinchen. Heimeran.　2.Aufl. 1969. S.557). Diesen　griechischen　Gleichgewichtssinn　von

Himmel und Erde, der dem romantischen Dichter der 。Hymnen an die Nacht“ fehlt, macht

Ｈりlderlin sich zu eigen und idealisiert die Tag- und Nachtseite des apollinisch-dionysischen

Griechen turns.　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬　　　　　………gj………=..･.･･　・　　　　　･.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Manuscriptum receptum 1. 9.1998)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Editum pronuntiatum 25.12.1998)
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ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｒ
ｓ
)
’
直

訳
し
ま
す
と
「
海
原
の
深
み
」
な
ど
は
、
『
理
想
と
人
生
』
に
お
け
る
シ
ラ
ー
の
明
澄
な
天
上
界

オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
よ
り
は
、
む
し
ろ
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
に
認
め
た
明
澄

な
夜
の
方
に
協
和
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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ん
。
だ
が
彼
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
一
七
七
〇
年
生
）
よ
り
二
Ｉ
歳
年
上
で
目
下
五
十
を
越
え
る
円

熟
し
た
年
齢
で
す
。
こ
の
老
成
に
関
し
ま
し
て
は
、
既
に
一
七
九
六
年
八
月
六
日
の
弟
宛
書
簡
で

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
、
「
こ
の
人
が
有
す
る
よ
う
な
明
朗
な
年
齢
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
)
ほ
ど
美

し
い
も
の
は
な
い
」
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
６
.
２
１
６
)
と
指
摘
し
ま
し
た
。
も
は
や
活
動
家
と
し
て
血
気
盛
ん
な

時
期
は
過
ぎ
ハ
イ
ン
ゼ
は
、
一
七
九
七
年
二
月
ニ
八
日
付
ノ
イ
フ
ァ
ー
宛
書
簡
で
詩
人
が
語
る
通
　
　
　
　
は
、
／
口
吻
に
酔
い
／
頭
を
浸
す
／
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
の
中
へ
と
。
」
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
１
１
７
）
。
既
に
私

り
、
「
素
晴
ら
し
い
老
人
」
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｈ
ｅ
ｒ
ｒ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
　
ａ
ｌ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ａ
ｎ
ｎ
）
な
の
で
あ
り
ま
し
た
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
　
　
　
の
論
文
８
（
一
九
八
六
年
刊
）
と
論
文
2
0
（
一
九
八
九
年
刊
）
と
論
文
3
8
（
一
九
九
四
年
刊
）
で

６
.
２
３
６
)
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
述
べ
た
こ
と
で
す
が
、
前
半
は
『
明
鏡
の
水
面
』
で
後
半
ば
「
水
底
の
歌
声
」
と
言
え
、
上
は
天

　
少
く
と
も
夢
想
に
耽
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
五
〇
歳
に
も
達
し
た
ハ
イ
ン
ゼ
に
は
、
ど
こ
　
　
　
　
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
風
の
清
澄
で
充
実
し
た
静
謐
を
湛
え
、
下
ば
。
意
識
の
深
層
に
逆
巻
く
詩
魂
の
淵

か
静
観
風
の
面
持
を
宿
し
た
所
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
穏
や
か
な
明
朗
さ
Ｉ
を
基
調
と
す
　
　
　
　
を
覗
せ
で
い
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
構
図
が
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
忙
も
見
ら
れ
、
例
の
「
至
上
の
神
」

ｎ
.
H
4
-
l
≪
Ｋ
Ｏ
Ｊ
＞
!
こ
呼
し
、
‘
Ｅ
Ｌ
Ａ

Ｓ
＞f
i
f
e
:
-
＜
'
＆
-
m
T
<

０
Ｃ
-
ｔ
ｅ
<
ｆ
ｆ
ｌ
Ｓ

A
i
噪
り
友
ず
、
こ
わ
ｔ
綴
生
f
:
^
ｇ
■
Ｋ
■
＾
!
Ｓ
'
ｌ
庚
え
　
　
　
　
ば
表
層
を
占
め
、
他
方
そ
の
豪
層
に
「
夜
［
が
協
和
し
、
聖
な
る
狂
気
に
駆
ら
れ
た
悲
雄
オ
イ
デ
ィ

m
＾
-
m
i
-
;
s
ｘ
i

l
u
-
Ｗ
?^
≫
e
e
-
H
N
n
5
:
r

i
　
i
.

i
■
｡■u
^
｡
｡
｡

｡
^

の
で
、
私
に
は
彼
が
厭
わ
し
か
っ
た
」
言
Ｗ
　
１
０
.
５
３
８
)
と
述
懐
し
て

ル
デ
イ
ン
グ
ロ
』
の
諸
処
に
見
ら
れ
る
美
術
紀
行
に
お
い
て
、
『
造
形

れ
、
筆
を
走
ら
せ
る
ハ
イ
ン
ゼ
の
姿
は
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
そ
の
短
詩
『
生
の
な
か
ば
』
（
一
八
〇
二
年
－
○
三
年
）
に
示
さ
れ

る
前
半
の
夏
景
色
を
終
え
、
デ
ィ
オ
テ
イ
ー
マ
ー
と
の
別
離
後
、
冬
景
色
へ
の
途
上
に
い
ま
す

(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
１
１
７
）
。
「
悲
シ
キ
哉
、
何
処
二
摘
モ
ウ
　
私
ハ
、
モ
シ
／
冬
来
タ
リ
ナ
バ
、
ア
ノ
花
束

ヲ
、
マ
タ
何
処
ニ
／
ア
ノ
日
和
ノ
／
陽
光
ヲ
、
／
大
地
の
蔭
ヲ
？
／
囲
壁
ハ
直
立
シ
／
無
言
冷
酷
。

風
ニ
／
棟
ミ
軋
ル
風
見
。
」
と
歌
わ
れ
る
悲
劇
的
状
況
、
こ
れ
は
「
至
上
の
神
」
に
も
、
そ
の
慈

み
の
対
象
ハ
イ
ン
ゼ
に
も
疎
い
新
局
面
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
詩
人
に
と
り
、

ギ
リ
シ
ア
が
至
福
と
な
り
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
に
実
在
感
を
伴
っ
て
働
き
か
け
る
道
は
、
こ
の
悲

劇
を
お
い
て
他
に
な
く
、
も
し
悲
劇
を
欠
け
ば
、
「
至
上
の
神
」
の
み
な
ら
ず
、
ポ
イ
ボ
ス
神
ア

ポ
ロ
ー
ン
も
、
バ
ッ
コ
ス
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
も
色
槌
せ
、
晴
が
ま
し
い
仮
象
の
天
上
界
へ
と

落
ち
込
ま
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
彼
は
讃
歌
風
の
調
べ
を
と
も
な
い
、
「
何
処
に
轟
く
の

か
、
偉
大
な
運
命
は
？
」
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
六
二
句
を
悲
壮
に
歌
い
上
げ
る
の
で
す

(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
２
）
。

㈲
感
受
性
の
大
海
原
(
ｄ
ａ
ｓ
　
w
e
i
ｔ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｒ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｍ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)

　
只
今
の
『
生
の
な
か
ば
』
後
半
の
冬
景
色
は
、
そ
の
前
半
の
彩
り
豊
か
で
造
形
見
事
な
夏
景
色

と
、
相
互
に
対
峙
し
合
う
こ
と
に
よ
り
一
層
と
鮮
明
に
な
り
ま
す
。
「
黄
梨
は
た
わ
わ
に
熟
れ
／

紅
な
す
野
茨
の
実
も
溢
れ
／
緑
濃
き
草
木
深
き
大
地
が
青
湖
へ
懸
か
る
と
、
／
汝
ら
、
優
し
き
白
鳥

は
、
／
口
吻
に
酔
い
／
頭
を
浸
す
／
神
聖
か
つ
覚
醒
の
水
の
中
へ
と
。
」
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
１
１
７
）
。
既
に
私

彼
の
苦
汁
の
黙
示
録
風
の
星
辰
が
不
可
思
議
な
感
動
を
与
え
て
輝
き
、
彼
の
感
受
性
の
大
海
原
を

越
え
て
ゆ
く
の
で
す
。
」
と
あ
り
、
こ
の
後
に
「
殊
に
『
夜
』
は
明
澄
で
星
辰
に
輝
き
、
孤
独
で
、

そ
し
て
過
去
へ
ま
た
未
来
へ
と
あ
ら
ゆ
る
想
い
出
の
響
く
晩
鐘
で
す
。
」
と
続
き
ま
す
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
『
夜
』
の
意
識
の
水
底
を
、
ロ
マ
ン
派
詩
人
が
「
感
受
性
の
大
海
原
」
と
呼

び
、
こ
の
上
を
彼
方
へ
と
越
え
て
ゆ
く
「
苦
汁
の
黙
示
録
風
の
星
辰
」
を
認
め
て
い
る
点
で
す
。

　
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
第
一
節
（
冒
頭
十
八
句
）
の
『
夜
』
し
か
知
ら
ず
、
こ
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

全
九
節
（
全
ヱ
ハ
○
句
）
が
漸
く
十
九
世
紀
末
（
一
八
九
四
年
と
一
八
九
六
年
）
に
公
刊
さ
れ
た

事
実
を
鑑
み
ま
す
と
、
こ
の
ロ
マ
ン
派
詩
人
の
洞
察
力
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
彼
は
『
聖

書
』
の
概
念
し
か
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
ギ
リ
シ
ア
讃
歌
と
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
を

知
る
者
に
は
、
そ
の
「
苦
汁
の
黙
示
録
風
の
星
辰
」
が
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
姿
を
と
り
、
詩
中
で

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
第
五
五
句
）
と
呼
ば
れ
る
豊
か
な
精
神
界
の
大
海
原
を
過
り
ま
す
。
確

か
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
召
喚
に
先
立
つ
詩
句
に
お
い
て
も
、
「
そ
れ
故
、
地
峡
イ
ス
ト
モ
ス
ヘ
赴
こ

う
。
か
の
地
、
ｄ
ａ
ｓ
　
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｍ
ｅ
ｅ
ｒ
（
あ
の
大
海
原
）
が
轟
く
／
パ
ル
ナ
ソ
ス
山
麓
へ
と
、
白
雪

が
輝
く
デ
ル
ポ
イ
の
巌
へ
と
、
／
か
の
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
国
土
へ
と
、
・
：
」
（
第
四
九
句
－
第
五

一
〇
　
（
1
0
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
夜
』
と
「
至
上
の
神
」
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
　
一
八
〇
〇
年
－
一
八
〇
一
年
、
第
二
三
句
）
　
（
高
橋
）



－

一

八11
W

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
二
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

リ
シ
ア
が
、
成
程
そ
の
光
明
に
よ
り
抜
き
ん
出
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
る

点
が
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
即
ち
冥
界
の
夫
ハ
ー
デ
ー
ス
と
豊
穣
な
大
地
の
母
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
を

繋
ぐ
女
神
の
娘
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
の
よ
う
に
、
死
圏
と
生
者
圏
を
往
き
交
立
匍
萄
酒
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー

ソ
ス
が
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
「
至
上
の
神
」
に
劣
ら
ぬ
地
位
を
占
め
る
か
ら
で
す
。
そ
う
し

て
八
裂
き
に
さ
れ
な
が
ら
も
復
活
す
る
酒
神
バ
ッ
コ
ス
が
オ
シ
ー
リ
ス
、
大
地
母
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー

ル
が
イ
ー
ジ
ス
と
し
て
夫
婦
の
二
柱
の
神
と
な
る
エ
ジ
プ
ト
神
話
で
は
、
こ
の
両
神
こ
そ
が
冥
界

の
王
者
で
す
。
（
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
第
二
巻
、
第
四
二
節
／
第
五
九
節
／
第
一
二
三
節
、

Ｈ
Ｈ
に
６
５
-
１
６
６
／
１
７
５
／
２
１
６
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
母
胎
を
な
す
エ
ジ
プ
ト
神
話
が
留
意
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

精
神
の
光
明
界
と
共
に
そ
の
基
底
の
自
然
界
も
聖
圏
と
し
て
並
び
立
つ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
で
は
「
中
近
東
の
も
の
」
（
｛
｝
ａ
ｓ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
)
を
見
直

す
と
申
せ
ま
す
。
直
接
こ
の
言
葉
の
典
拠
と
な
る
の
は
、
一
八
〇
三
年
九
月
二
八
日
付
ヴ
ィ
ル
マ

ン
ス
宛
書
簡
で
す
。
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
６
.
４
３
４
)
°
「
ギ
リ
シ
ア
芸
術
、
そ
れ
は
こ
の
芸
術
が
終
始
い
つ
も
当

面
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
た
因
習
と
誤
謬
に
よ
り
、
私
達
に
疎
遠
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
希
望
す

る
こ
と
は
、
こ
の
古
典
芸
術
を
常
よ
り
も
一
層
と
生
き
生
き
と
し
た
姿
で
公
衆
に
示
す
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
私
は
、
こ
の
古
典
芸
術
が
否
認
し
た
中
近
東
の
も
の
を
際
立
た
せ
る
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
芸
術
の
誤
謬
が
見
ら
れ
る
所
で
そ
れ
を
正
す
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
」
と
あ

り
、
シ
ラ
ー
風
の
天
上
界
ギ
リ
シ
ア
が
「
因
習
と
誤
謬
」
の
産
物
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
敢
て
大

地
と
冥
界
を
包
む
夜
の
自
然
界
が
、
「
至
上
の
神
」
を
中
心
と
す
る
精
神
の
光
明
界
と
肩
を
並
べ

る
べ
く
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
夢
想
家
(
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
m
e
ｒ
)
と
活
動
家
（
Ａ
ｋ
ｔ
i
ｖ
i
ｓ
ｔ
)

　
と
こ
ろ
で
「
至
上
の
神
」
が
『
夜
』
の
詩
想
に
無
理
な
く
、
比
較
的
自
然
に
組
み
こ
ま
れ
る
大

き
な
原
因
は
、
そ
れ
が
直
ち
に
詩
人
の
友
ハ
イ
ン
ゼ
に
係
わ
る
か
ら
で
す
。
第
二
二
句
以
下
を
繰

り
返
し
ま
す
と
、
「
即
ち
、
そ
の
よ
う
に
、
／
事
を
望
む
の
が
至
上
の
神
、
と
て
も
汝
を
慈
む
神

ゼ
ウ
ス
の
意
志
な
の
だ
。
そ
れ
故
／
夜
よ
り
一
層
と
汝
に
は
、
思
慮
分
別
の
昼
が
好
ま
し
い
。
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
一
　
・
　
一
　
●

だ
が
時
折
ま
た
明
澄
な
目
も
陰
影
を
好
み
、
…
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
思
慮
分
別
の
昼
　
(
ｄ
ｅ
ｒ

ｂ
ｅ
ｓ
ｏ
ｎ
ｎ
ｅ
ｎ
ｅ
　
ｌ
ａ
ｇ
）
を
神
秘
の
夜
よ
り
も
好
み
、
明
澄
な
目
(
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
)
を
も
つ
教
養

人
ハ
イ
ン
ゼ
が
浮
上
し
ま
す
。
も
と
も
と
彼
自
身
の
名
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
表
題
の
下
に

「
ハ
イ
ン
ゼ
に
」
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
０
)
と
記
さ
れ
、
当
詩
歌
が
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

大
前
提
で
す
。
つ
ま
り
本
来
こ
の
詩
歌
は
、
『
夜
』
の
詩
人
と
、
そ
の
対
極
に
い
る
言
わ
ば
昼
の

人
ハ
イ
ン
ゼ
と
の
対
話
を
基
に
し
て
お
り
、
こ
の
後
者
の
性
格
に
似
合
う
守
護
神
と
し
て
「
至
上

の
神
」
が
詩
歌
の
第
二
節
の
第
二
三
句
に
現
わ
れ
る
、
と
読
み
取
れ
ま
す
。

　
さ
て
両
人
の
相
違
点
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
の
が
、
『
ア
ル
デ
ィ
ン
グ
ロ
』
（
一
七
八
七
年
）

と
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
（
一
七
九
七
年
一
九
九
年
）
の
両
作
品
で
す
。
前
者
は
活
動
家
の
名
前
、

後
者
は
夢
想
家
の
名
前
を
表
題
と
す
る
小
説
で
、
こ
う
し
た
各
々
の
主
人
公
が
作
者
の
基
本
性
格

を
伝
え
ま
す
。
例
え
ば
夢
想
家
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
こ
う
語
ら
せ
ま
す
。
「
お
お
神
な
の
だ
人
は
、

も
し
夢
想
す
れ
ば
。
他
方
も
し
思
い
索
ら
せ
ば
人
は
乞
食
で
あ
る
。
そ
し
て
霊
感

(
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
が
去
れ
ば
、
人
は
父
に
家
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
出
来
そ
こ
な
い
の
息
子
さ
な

が
ら
、
そ
こ
に
立
ち
尽
く
す
。
」
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
３
.
９
)
他
方
ハ
イ
ン
ゼ
は
活
動
家
に
こ
う
語
ら
せ
ま
す
。

「
僕
の
全
本
質
は
享
受
と
活
動
（
Ｗ
ｉ
ｒ
ｋ
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
巳
だ
。
頭
脳
は
澄
み
（
ぼ
ぽ
ご
、
明
る
い
思

想
（
ぼ
Ｆ
｛
｝
・
ぽ
沁
～
）
、
魅
惑
す
る
形
姿
、
う
っ
と
り
す
る
眺
望
に
常
に
溢
れ
、
そ
し
て
僕

の
心
は
、
初
め
て
の
全
く
自
由
な
恋
に
狂
い
乱
舞
す
る
バ
ッ
コ
ス
祭
の
処
女
の
心
さ
な
が
ら
、
激

し
く
撃
つ
。
」
三
Ａ
　
３
６
４
)
こ
う
し
た
活
力
（
Ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
)
　
の
人
が
、
そ
の
対
極
で
濃
淡
細
や

か
な
夜
に
本
質
を
も
つ
親
友
に
誘
わ
れ
、
そ
の
意
識
の
水
底
へ
と
眼
指
を
向
け
ま
す
。

　
一
方
は
自
意
識
に
映
る
明
確
な
形
姿
や
思
想
を
追
い
求
め
、
他
方
は
そ
の
深
層
に
沈
潜
し
ま
す
。

後
者
の
こ
う
し
た
瞑
想
を
好
む
性
格
は
ロ
マ
ン
派
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
と
通
底
す
る
内
観
重
視
の
方
向

を
辿
り
、
時
に
古
典
派
シ
ラ
ー
を
不
安
に
し
ま
し
た
。
実
際
シ
ラ
ー
は
一
七
九
七
年
六
月
三
〇
日

付
書
簡
で
ゲ
ー
テ
に
こ
う
書
き
送
り
ま
し
た
。
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
或
る
強
烈
な
主
観
性
を
有
し
、

こ
れ
を
或
る
種
の
哲
学
精
神
と
思
念
の
深
み
に
結
び
つ
け
て
お
り
ま
す
。
こ
の
状
態
は
危
険
な
も

の
で
す
。
」
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
７
.
２
.
９
８
)
°
ま
ず
指
摘
さ
れ
た
強
烈
な
主
観
性
（
ぼ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｉ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
)
'

そ
れ
に
思
念
の
深
み
（
ぱ
の
回
～
）
、
こ
う
し
た
も
の
が
『
夜
』
の
詩
想
を
奥
で
支
え
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
す
。
そ
し
て
親
友
ハ
イ
ン
ゼ
が
シ
ラ
ー
と
異
な
り
、
こ
う
し
た
「
深
い
感
情
」

(
ｔ
ｉ
ｅ
ｆ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｕ
ｈ
ｌ
)
を
、
既
に
『
ヒ
ュ
ペ
ー
リ
オ
ン
』
の
中
に
「
生
彩
あ
る
感
受
性
」
と
共
に
読

み
取
り
、
こ
の
方
向
で
詩
人
が
成
長
す
る
よ
う
期
待
し
た
点
が
重
要
な
の
で
す
（
一
七
九
七
年
一

〇
月
二
四
日
付
ゼ
メ
リ
ン
グ
宛
書
簡
、
Ｓ
ｔ
Ａ
　
７
.
２
.
１
１
３
)
°

　
注
目
す
べ
き
は
、
活
動
家
と
夢
想
家
が
、
遠
く
隔
た
り
つ
つ
も
相
互
に
歩
み
寄
る
点
で
、
こ
れ

は
又
と
な
い
特
殊
な
個
人
同
志
の
出
会
い
を
前
提
と
し
て
こ
そ
可
能
で
す
。
す
な
わ
ち
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
は
不
特
定
多
数
の
人
々
に
本
来
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
誰
よ
り
稀
有
な
友
ハ
イ

ン
ゼ
に
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
ハ
イ
ン
ゼ
は
文
才
は
あ
る
も
の
の
、
自
作
を
シ
ラ
ー
に
「
感
性

表
現
の
戯
画
」
(
ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｋ
ａ
ｒ
ｒ
ｉ
ｋ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
)
と
酷
評
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う

に
（
ブ
（
ｙ
芦
乱
心
）
、
内
面
性
の
豊
か
さ
に
お
い
て
は
他
の
詩
人
達
に
比
肩
す
る
力
は
あ
り
ま
せ



の
中
へ
と
向
け
る
。
」
（
第
一
九
句
１
第
二
七
句
｡
　
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
０
言

　
第
二
七
句
で
夜
の
中
へ
と
喜
ん
で
眼
指
を
向
け
る
誠
実
な
男
子
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
誰
よ
り

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
そ
の
人
で
す
が
、
こ
う
し
た
夜
の
友
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
が
ロ
マ

ン
派
の
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
で
す
。
実
際
そ
の
名
高
い
『
夜
の
讃
歌
』
が
一
八
〇
〇
年
夏
八
月
に
公
刊

さ
れ
た
後
、
そ
の
秋
か
ら
翌
一
八
〇
一
年
に
か
け
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
が
執
筆
さ
れ
、
こ
の
第

一
節
『
夜
』
が
殊
に
ロ
マ
ン
派
の
『
夜
の
讃
歌
』
に
協
和
し
、
濃
淡
細
や
か
な
夜
を
表
現
し
ま
す
。

但
し
両
者
の
詩
想
展
開
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
対
す
る
姿
勢
に
お
い
て
二
手
に
分
か
れ
ま
す
。
即
ち

ロ
マ
ン
派
は
、
そ
の
第
五
の
讃
歌
で
ギ
リ
シ
ア
を
凌
ぐ
キ
リ
ス
ト
教
中
世
へ
と
想
念
を
深
め
、

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
は
、
そ
の
第
四
節
で
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
（
第
五
五
句
）
へ
と
心

眼
を
開
き
ま
す
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
１
）
。
だ
が
少
く
と
も
『
夜
の
讃
歌
』
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
へ
と

転
ず
る
契
機
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
密
儀
の
夜
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
様
は
第
五
の
讃
歌
で

こ
う
あ
り
ま
す
。
「
汝
の
祭
列
で
響
勤
め
き
、
／
星
辰
が
人
語
と
声
で
／
わ
れ
ら
を
呼
ば
ん
こ
と

を
。
／
汝
を
求
め
、
聖
母
マ
リ
ア
よ
、
・
：
」
（
ブ
｛
恥
｝
臨
）

　
結
局
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
場
合
は
「
聖
母
マ
リ
ア
」
へ
と
転
調
し
ま
す
。
但
し
「
汝
の
祭
列
」
に

あ
る
「
汝
」
と
は
、
エ
レ
ウ
シ
ー
ス
等
の
密
儀
で
主
役
を
演
ず
る
パ
ン
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル

と
取
れ
ま
す
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
夜
」
で
も
、
こ
の
豊
穣
な
る
大
地
の
女
神
が
主

宰
す
る
密
儀
が
重
要
な
の
で
す
。
こ
の
密
儀
の

と
、
母
の
住
む
大
地
へ
の

ヘ
ル
セ
ポ
ネ
ー
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
｀
ｊ
－
Ｊ

地
へ
の
回
帰
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
冥
界
に
君
臨
す
る
ハ
ー
デ
ー
ス
の
妻
と
な
り
、

半
年
こ
の
冥
界
の
下
で
の
生
活
。
こ
れ
は
穀
物
の
種
子
が
地
中
に
埋
も
れ
る
半

眼
目
は
、
女
神
の
娘
ペ
ル
セ
ポ
ネ
ー
の
冥
界
ゆ
き

即
ち
冥
界
に
君
臨
す
る
ハ
ー
デ
ー
ス
の
妻
と
な
り
、

年
を
指
し
ま
す
。
他
方
、
芽
生
え
、
生
育
し
、
収
穫
に
至
る
半
年
、
娘
は
母
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル

の
地
上
に
姿
を
現
わ
し
ま
す
。
こ
の
密
儀
へ
と
思
い
を
は
せ
る
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
夜
」
に

お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
竪
琴
の
名
手
オ
ル
ペ
ウ
ス
を
彷
彿
と
さ
せ
る
「
孤
独
な
者
」
（
第
八
向
）

で
す
。
「
竪
琴
の
音
が
彼
方
の
庭
園
か
ら
響
い
て
来
る
。
恐
ら
く
は
／
そ
こ
で
恋
人
が
奏
で
、
或

い
は
孤
独
な
者
が
／
彼
方
の
友
を
想
い
つ
つ
、
ま
た
若
き
日
を
偲
ひ
っ
つ
。
」
（
第
七
向
－
第
九
向

叩
卜
以
三

　
そ
の
妻
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
ー
の
死
後
ハ
ー
デ
ー
ス
の
下
に
留
ま
る
夫
オ
ル
ペ
ウ
ス
は
、
恋
人
で

あ
る
と
同
時
に
孤
独
な
者
で
あ
り
、
彼
方
の
冥
界
に
住
む
妻
を
想
う
と
共
に
、
そ
の
妻
と
暮
ら
し

た
昔
日
を
偲
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
姿
は
夭
折
の
恋
人
ゾ
フ
ィ
ー
を
追
憶
す
る
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
や
、

睦
じ
い
伸
を
引
き
裂
か
れ
て
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
を
敬
慕
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
も
通
じ
ま
す
。

執
れ
も
冥
界
ハ
ー
デ
ー
ス
の
闇
夜
へ
と
降
り
て
ゆ
き
、
亡
き
妻
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
ー
を
地
上
へ
連

れ
戻
そ
う
と
す
る
竪
琴
の
名
手
に
似
た
招
魂
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡

一
二
　
（
1
2
）

萄
酒
』
で
表
面
上
は
直
接
出
て
来
な
い
デ
ィ
オ
テ
ィ
ー
マ
ー
も
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
共
に

招
魂
さ
れ
る
と
見
て
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
は
神
々
諸
共
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
場
合
、
埋
も
れ
た
状
態
か
ら
新
た
に
発
掘
さ
れ
る
の
を
待
ち
望
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
他

方
シ
ラ
ー
の
よ
う
な
立
場
か
ら
眺
め
れ
ば
、
天
上
ウ
ー
フ
ノ
ス
に
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
神
々
は
一
応

居
住
権
は
持
ち
ま
す
が
、
こ
の
住
居
は
あ
く
ま
で
非
現
実
の
世
界
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
陰
影
を
帯
び
た
仮
象
の
面
を
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
理
想
界
ギ
リ
シ

ア
が
持
つ
と
言
う
こ
と
は
、
先
程
言
及
し
た
『
パ
イ
ド
ー
ン
』
で
理
想
界
の
み
を
実
在
と
し
て
尊

ぶ
超
然
た
る
哲
人
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
と
快
を
分
か
ち
な
が
ら
、
牧
歌
風
な
シ
ラ
ー
の
光
明
界
ギ
リ

シ
ア
と
は
、
実
在
で
な
い
非
現
実
性
に
お
い
て
共
通
性
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
三
部
の
「
至
上
の
神
」
は
、
せ
い
ぜ
い
天
上
ウ
ー
ラ
ノ
ス
界
に
君
臨
す
る
主

神
、
そ
の
限
ら
れ
た
狭
い
所
で
の
至
上
の
神
ゼ
ウ
ス
と
読
み
取
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
『
イ
ー
リ
ア

ス
』
第
一
五
歌
の
第
一
八
五
句
以
下
（
臼
呂
呪
言
で
、
そ
の
弟
の
海
神
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
が
主

張
す
る
よ
う
に
、
冥
界
は
末
弟
ハ
ー
デ
ー
ス
が
、
海
域
は
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
が
、
そ
し
て
天
上
界
の

み
長
男
ゼ
ウ
ス
（
第
一
六
六
部
と
第
一
八
二
部
）
が
支
配
す
る
と
い
う
三
権
分
立
が
、
い
か
に
も

民
主
共
和
制
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
に
は
良
く
似
合
っ
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
「
至
上
の
神
」
に
キ
リ

ス
ト
教
の
唯
一
神
を
読
み
取
る
の
は
、
こ
の
点
か
ら
も
無
理
で
し
ょ
う
。

　
一
応
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
「
至
上
の
神
」
た
る
ゼ
ウ
ス
を
中
心
と
す
る
天
上
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
を

ギ
リ
シ
ア
の
象
徴
と
見
ま
す
。
但
し
天
上
界
が
大
地
お
よ
び
冥
界
と
分
離
し
際
立
つ
点
に
眼
目
を

置
い
た
シ
ラ
ー
の
『
理
想
と
人
生
』
と
異
な
り
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
は
天
上
の
神
々
の
昼
と
、

大
地
お
よ
び
冥
界
を
包
む
夜
と
が
協
働
し
て
人
間
界
に
係
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
前
述
の
第
一
六
部

以
下
で
、
「
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
。
彼
方

で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て
、
山
頂
の
上
高
く
、
悲
憤
か
つ
壮
麗

に
立
ち
現
れ
る
。
」
と
歌
わ
れ
た
夜
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
神
々
の
昼
に
置
き
換
え
て
も
通
用
す
る

程
な
の
で
す
。
実
際
そ
の
後
ギ
リ
シ
ア
の
昼
が
高
唱
さ
れ
た
後
、
再
び
夜
に
戻
っ
た
詩
人
は
こ
う

歌
い
ま
す
。
「
成
程
、
神
々
は
生
き
て
い
る
。
／
だ
が
頭
上
高
く
別
世
界
に
お
い
て
な
の
だ
。
／

際
限
な
く
神
々
は
そ
こ
で
働
き
か
け
、
ほ
と
ん
ど
重
き
を
置
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
／

私
達
が
生
き
て
い
る
が
ど
う
か
に
つ
い
て
な
ど
は
。
」
（
第
一
〇
九
句
－
第
一
一
二
句
、
Ｓ
ｔ
Ａ

２
.
９
３
)

　
共
に
夜
も
神
々
の
昼
も
超
然
と
せ
ず
、
か
す
か
な
が
ら
も
人
間
の
世
界
に
係
っ
て
い
ま
す
。
夜

を
自
然
界
、
神
々
を
精
神
界
の
象
徴
と
取
れ
ば
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
こ
の
両
界
は
共
に

奥
深
い
神
秘
を
湛
え
て
霊
妙
に
働
き
合
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
際
ゼ
ウ
ス
を
中
心
と
す
る
精
神
界
ギ

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
夜
』
と
「
至
上
の
神
」
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
　
一
八
〇
〇
年
１
一
八
〇
一
年
、
第
二
三
句
）
　
（
高
橋
）



　
一
三
　
（
1
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
（
一
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

に
働
き
か
け
ま
す
。
他
方
こ
の
月
夜
の
対
極
に
日
昼
、
つ
ま
り
日
輪
の
白
昼
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
五
五
句
以
下
で
歌
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
「
神
々
の
昼
」
（
第
七
二
句
、

Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
２
)
に
相
当
し
ま
す
。
そ
う
し
て
何
事
も
真
理
の
明
鏡
に
写
し
出
さ
れ
、
そ
の
熾
烈
な

光
明
界
に
輝
け
る
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
が
君
臨
し
、
こ
の
光
輝
に
射
ら
れ
て
賢
者
オ
イ
デ
ィ

プ
ー
ス
さ
え
も
盲
目
と
な
る
の
で
す
。

　
こ
ち
ら
は
仮
象
な
ら
ぬ
実
在
の
世
界
、
こ
れ
を
プ
ラ
ト
ー
ン
風
に
言
え
ば
理
想
界
と
か
、
天
上

界
と
申
せ
ま
す
。
す
る
と
『
理
想
と
人
生
』
（
｛
｝
ａ
ｓ
　
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
)
と
一
八
〇
四

年
に
改
題
さ
れ
た
シ
ラ
ー
の
詩
『
幽
魂
の
国
』
（
一
七
九
五
年
）
が
関
連
し
ま
す
。
だ
が
幽
魂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヤ
イ
ッ
　
　
　
　
　
　
ー
あ
◆

(
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
)
は
同
時
に
影
を
も
意
味
し
、
こ
ち
ら
の
場
合
こ
の
仮
象
に
過
ぎ
ぬ
影
た
ち
の
国
が
、

　
　
　
　
・
Ｉ
・
・
～
・
曇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

理
想
界
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
世
界
と
な
っ
て
い
ま
す
。
神
々
は
一
応
シ
ラ
ー
の
雄
筆
に
よ
り
「
永

遠
に
清
澄
に
し
て
明
鏡
の
ご
と
し
…
」
（
図
城
縮
図
旨
μ
乱
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
…
）
と
詩
歌
冒
頭

（
Ｎ
Ａ
　
１
.
２
４
７
)
で
高
唱
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
は
理
想
の
天
上
界
よ
り
は
、
彼
の
場
合
む
し

ろ
現
世
の
大
地
に
根
ざ
し
た
人
生
（
凶
江
§
ざ
ず
§
・
：
）
の
方
に
重
い
実
在
感
が
宿
り
、
か
く
し

て
理
想
界
は
『
理
想
と
人
生
』
に
お
い
て
、
重
い
実
人
生
の
地
盤
の
上
に
浮
き
漂
よ
う
牧
歌
風
の

観
念
に
過
ぎ
な
く
な
り
ま
す
。
成
程
そ
の
第
一
七
一
句
以
下
の
最
終
詩
節
は
、
神
と
な
り
天
上
界

へ
上
昇
し
迎
え
ら
れ
る
英
雄
ヘ
ー
ラ
ク
レ
ー
ス
の
姿
を
歌
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
印
象
深

い
の
は
、
「
大
地
に
お
け
る
実
人
生
の
(
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
)
／
重
き
幻
像
が
沈
み
、
沈
み
、

沈
み
ゆ
く
。
」
(
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｅ
ｒ
ｅ
ｓ
　
Ｔ
ｒ
ａ
ｕ
ｍ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｔ
　
ｕ
乱
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｔ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｔ
.
)
と
あ
る
詩
句

（
第
一
七
五
句
以
下
、
ブ
（
Ａ
　
１
.
２
５
１
)
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
構
図
と
は
異
な
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
―
○
一

年
）
で
は
、
そ
の
第
一
節
『
夜
』
で
歌
わ
れ
た
現
実
界
に
陰
影
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
)
が
深
く
、
そ
の

実
人
生
の
姿
は
霊
妙
に
聖
化
さ
れ
て
い
る
故
に
、
一
種
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
情
趣
が
こ
こ
に
は

漂
っ
て
い
ま
す
。
勿
論
こ
ち
ら
が
現
実
の
大
地
で
あ
る
こ
と
は
大
前
提
で
す
。
し
か
し
大
地
そ
の

も
の
が
、
理
想
界
ギ
リ
シ
ア
ヘ
と
繋
が
る
霊
性
を
有
し
。
か
つ
ま
た
月
影
の
光
明
に
浴
し
て
い
る

脈
絡
は
、
す
で
に
第
一
部
後
半
で
、
「
ひ
そ
や
か
に
（
月
影
の
）
光
が
み
ち
る
街
路
」
(
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ

w
ｉ
ｒ
ｄ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ｅ
ｒ
ｌ
ｅ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
ｅ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
）
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
所
に
見
て
取
れ
ま
す
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
０
)
°

要
点
は
、
実
在
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
ず
、
正
に
仮
象
さ
な
が
ら
に
月
影
が
暗
示
さ
れ
つ
つ
も
、
街

燈
で
は
達
し
得
ぬ
光
明
（
甲
）
～
粂
ぼ
凛
）
の
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
更
に
、
食
物
パ

ン
を
含
む
穀
物
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
葡
萄
酒
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ユ
ー
ソ
ス
共
に
、
天
上
よ
り

は
む
し
ろ
大
地
と
深
く
係
わ
る
神
で
あ
る
点
も
重
要
で
す
。

　
他
方
シ
ラ
ー
は
話
題
の
「
至
上
の
神
」
に
あ
た
る
オ
リ
ユ
ム
ポ
ス
神
界
の
主
神
ゼ
ウ
ス
を
「
ウ
ー

ラ
ノ
ス
の
孫
」
（
第
九
部
、
ブ
（
Ａ
　
１
.
２
４
７
)
と
か
「
ク
ロ
ノ
ス
の
子
」
（
第
一
七
八
部
'
　
Ｎ
Ａ
　
１
.
２
５
１
)

と
呼
び
、
父
と
な
る
男
性
の
系
図
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
父
系
性
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
神
界
を
大
地
か

ら
遊
離
し
た
天
上
の
桃
源
郷
に
仕
立
て
ま
す
。
す
な
わ
ち
大
地
母
神
ガ
イ
ア
を
初
め
と
す
る
自
然

力
か
ら
独
立
の
知
性
の
理
想
界
、
こ
れ
が
シ
ラ
ー
の
明
澄
な
天
上
界
で
あ
り
、
こ
う
し
た
世
界
の

代
表
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
イ
ド
ー
ン
』
で
生
成
す
る
自
然
界
に
超
然
と
し
て
毒
杯
を
仰
ぐ
哲
人

ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
で
す
。
但
し
一
方
こ
の
哲
人
は
理
想
界
の
み
を
実
在
と
信
じ
ま
す
が
、
他
方
シ

ラ
ー
は
そ
れ
を
仮
象
と
し
ま
す
。
こ
の
点
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
と
言
う
と
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で

は
、
若
き
日
に
心
酔
し
た
「
神
々
し
い
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
」
（
一
七
九
三
年
七
月
の
書
簡
、
Ｓ
ｔ
Ａ

６
.
８
６
)
を
離
れ
、
前
述
の
賢
者
オ
イ
デ
ィ
プ
ー
ス
に
接
近
し
ま
す
。
こ
れ
は
彼
が
理
想
界
を
信
じ

続
け
つ
つ
も
、
生
成
す
る
自
然
界
に
呑
ま
れ
た
悲
雄
に
親
し
み
を
覚
え
る
故
な
の
で
す
。
(
Ｐ
Ｗ

３
.
１
９
２
　
:
　
　
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｉ
ｄ
ｏ
ｎ
　
１
１
４
Ｃ
:
　
ａ
ｖ
ｅ
ｖ
　
ｏ
ｔ
ｏ
ｕ
ｄ
ｃ
ｃ
ｏ
ｖ
　
等
々
を
参
照
）

　
か
く
し
て
超
然
と
し
た
哲
人
の
明
朗
性
は
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
に
撃
た
れ
た
賢
者
の
悲
劇
に
固
有
な

　
　
　
カ
タ
ル
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ー
一
一

清
澄
な
浄
め
に
席
を
譲
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
神
々
の
昼
も
実
在
一
辺
倒
で
な
く
な
り
、
ど
こ
か
で
、

仮
象
の
陰
影
を
湛
え
た
生
成
界
と
交
差
し
、
相
互
浸
透
す
る
の
で
す
。
す
る
と
生
成
の
自
然
界
は

夜
の
闇
に
包
ま
れ
つ
つ
も
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
夜
」
に
似
て
、
何
ら
か
の
霊
性
を
帯
び
る

に
至
り
ま
す
。
そ
し
て
話
題
の
「
至
上
の
神
」
も
基
本
は
神
々
の
昼
に
属
し
つ
つ
、
敢
て
そ
の
昼

の
側
か
ら
、
不
可
解
な
夜
に
対
し
歩
み
寄
り
、
こ
の
夜
の
闇
に
包
ま
れ
た
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第

一
節
へ
と
繋
り
ま
す
。
そ
こ
で
第
二
節
で
は
不
可
思
議
な
夜
の
働
き
を
前
提
と
し
た
上
で
、
第
二

二
部
以
下
に
お
い
て
、
「
即
ち
、
そ
の
よ
う
に
／
事
を
望
む
の
が
至
上
の
神
の
意
志
な
の
だ
」

(
ｄ
ｅ
ｎ
ｎ
　
ｓ
ｏ
　
／
　
Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
　
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
巴
）
(
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
０
)
と
、
神
々
の
昼
の
側
か
ら
も

肯
き
つ
つ
応
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
冥
界
（
エ
ａ
ｄ
ｅ
ｓ
)
と
天
上
（
Ｃ
ｒ
ａ
ｎ
ｏ
ｓ
)

　
　
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
第
二
節
の
前
半
は
「
崇
高
な
夜
」
(
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｎ
ｅ
)
と
「
至
上

の
神
」
が
対
応
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
不
可
思
議
な
の
だ
、
そ
の
崇
高
な

夜
の
恵
み
は
。
誰
一
人
／
知
ら
な
い
、
い
つ
何
か
自
分
に
夜
か
ら
生
起
す
る
の
か
。
／
そ
の
よ
う

に
夜
は
動
か
す
、
世
界
を
、
そ
し
て
人
間
達
の
希
望
を
抱
く
魂
を
も
。
／
賢
者
す
ら
誰
一
人
解
さ

な
い
。
何
を
夜
が
し
つ
ら
え
て
い
る
の
か
。
即
ち
、
そ
の
よ
う
に
、
／
事
を
望
む
の
が
至
上
の
神
、

と
て
も
汝
を
慈
む
神
の
意
志
な
の
だ
。
そ
れ
故
、
／
夜
よ
り
一
層
と
汝
に
は
、
思
慮
分
別
の
昼
が

好
ま
し
い
。
／
だ
が
時
折
ま
た
明
澄
な
目
も
陰
影
を
好
み
、
／
必
要
不
可
欠
と
な
る
前
に
一
つ
眠
っ

て
み
て
や
ろ
う
な
ど
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
／
或
い
は
眼
指
を
ま
た
喜
ん
で
誠
実
な
男
子
は
、
夜
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Ｈ
Ｃ
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平
成
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〇
年
六
月
七
日
、
ド
イ
ツ
古
代
ギ
リ
シ
ア
研
究
会
・
昭
和
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ダ
ー
リ
ン
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パ
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萄
酒
』
　
二
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年
－
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Ｎ
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ｈ
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（
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ａ
ｇ
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冥
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｛
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こ
と
天
上
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ｒ
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ｎ
ｏ
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夢
想
家
（
ツ
回
∃
ｇ
）
と
活
動
家
（
ｙ
耳
応
回
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］
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感
受
性
の
大
海
原
(
ｄ
ａ
ｓ
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ｉ
ｎ
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ｒ
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ｐ
ｆ
ｉ
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ｎ
ｇ
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５
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要
旨
(
Ｚ
ｕ
ｓ
ａ
ヨ
ヨ
ｅ
ｎ
ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
)
約
四
〇
〇
字

　
第
一
節
の
「
夜
」
を
踏
ま
え
、
第
四
節
の
光
明
界
ギ
リ
シ
ア
の
昼
を
目
指
す
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

の
第
二
節
は
、
夜
か
ら
昼
へ
の
移
行
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
言
わ
ば
夜
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

が
、
「
思
慮
分
別
の
昼
」
を
好
む
「
明
澄
な
目
」
の
持
主
ハ
イ
ン
ゼ
、
つ
ま
り
　
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

を
捧
げ
た
知
己
に
向
き
合
い
、
異
質
な
魂
と
の
親
密
な
対
話
を
繰
り
広
げ
る
。
こ
の
時
ハ
イ
ン
ゼ

の
側
に
は
、
明
朗
な
天
上
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
主
神
ゼ
ウ
ス
が
「
至
上
の
神
」
と
し
て
っ
き
添
う
。

但
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
強
烈
な
主
観
性
」
お
よ
び
「
思
念
の
深
み
」
を
敬
遠
し
た
シ
ラ
ー
達

と
異
な
り
、
ハ
イ
ン
ゼ
は
こ
う
し
た
「
深
い
感
情
」
に
「
生
彩
あ
る
感
受
性
」
を
認
め
、
敢
て
夜

の
詩
人
に
歩
み
寄
る
。
か
く
し
て
異
質
な
者
同
士
が
出
会
う
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
稀
有
な
詩
想

は
、
「
夜
」
を
内
に
孕
み
っ
つ
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
光
明
界
ギ
リ
シ
ア
ヘ
向
か
う
。

そ
れ
は
「
オ
リ
エ
ン
ト
風
の
も
の
」
を
捨
て
て
い
っ
た
ゼ
ウ
ス
本
位
の
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
ぃ
む

し
ろ
そ
う
し
た
も
の
を
蔵
し
た
大
地
ギ
リ
シ
ア
に
根
ざ
し
た
神
々
の
古
里
で
あ
る
。

雨
夜
（
Ｚ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
)
と
神
々
の
昼
（
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｇ
)

　
　
『
夜
』
と
い
う
表
題
で
も
著
名
な
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
を
受
け
て
、
そ
の
第
二
節
に
登

場
す
る
の
が
「
至
上
の
神
」
（
第
二
三
句
）
で
す
。
こ
こ
で
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
夜
」
と
の

対
比
で
、
こ
の
「
至
上
の
神
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
〇
已
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。
ま
ず
前
提

の
第
一
節
全
一
八
句
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
最
後
の
三
分
の
一
に
あ
た
る
第
一
三
句
以
下

で
し
て
、
こ
こ
で
は
何
処
か
ら
と
も
な
く
到
来
す
る
霊
気
を
帯
び
、
詩
想
が
神
秘
を
孕
み
脹
れ
上

り
ま
す
。
「
今
や
又
あ
る
息
吹
き
が
到
来
し
、
林
苑
の
樹
頭
を
（
天
上
へ
と
）
揺
り
動
か
す
。
／

見
よ
／
　
我
ら
の
大
地
の
影
像
た
る
月
も
／
ま
た
今
や
、
密
や
か
に
訪
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
が
到

来
す
る
。
／
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
、
／
彼

方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
人
間
で
は
異
邦
の
者
と
し
て
、
／
山
頂
の
上
高
く
、
悲
憤
か
つ

壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
。
」
（
第
一
三
句
１
第
一
八
句
、
∽
５
に
・
呂
）
。

　
格
別
に
文
飾
豊
か
で
も
な
く
、
ま
た
神
話
上
の
知
識
が
活
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
一

見
し
た
所
こ
れ
は
諸
処
で
見
ら
れ
る
澄
み
き
っ
た
夜
の
星
空
と
思
わ
れ
ま
す
。
但
し
「
霊
気
溢
れ

る
夜
」
が
徒
な
ら
ぬ
も
の
を
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
m
e
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
Ｖ

と
い
う
語
気
か
ら
も
察
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
読
者
は
ふ
と
物
思
い
に
沈
み
っ
つ
、
夜
の
神
秘
に

つ
き
考
え
ま
す
。
こ
の
際
そ
の
夜
に
先
行
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
密
や
か
(
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
）
　
な
月

　
　
　
　
　
　
一
畳
　
ゲ
ハ
イ
ム
ニ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
９

こ
ｓ
ｏ
乱
）
が
神
秘
（
（
ｊ
ｅ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
ｎ
ｉ
ｓ
)
へ
の
鍵
で
し
て
、
そ
れ
は
影
像
（
汐
ぼ
は
回
ぼ
に
）
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
・
・
　
シ
ヤ
イ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
●
Ｉ
　
　
モ
ッ
ト
ー
シ
ャ
イ
ッ

ば
れ
、
言
わ
ば
仮
象
（
汐
冨
ぎ
）
の
ご
と
き
月
影
（
罵
ｏ
乱
円
ぼ
～
）
と
し
て
「
我
ら
の
大
地
」

一
四
　
（
1
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
夜
』
と
「
至
上
の
神
」
（
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
　
一
八
〇
〇
年
－
一
八
〇
一
年
、
第
二
三
句
）
　
（
高
橋
）
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