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　Klopstock represente le sentimentalisme allemand du χVIII" siecle. L9≪Messie≫(1748-1773) et

leｓ≪Ｏｄｅｓ≫(1771)le mettent en vedette du temps de rOrage et de la Temp§te. II ravit en effet

rherOS et rheroine des ≪Souffrances du jeune Werther≫(1774) de Goethe. Mais Werther ａ bien

plutot besoin d'un calmant, dont il trouve assez dans 1'≪Odyssee≫.C'est ainsi que Klopstock et

Homere se situent aux deux poles dans la critique Iitt6raire de Schiller en 1795-1796. Le

≪sentiment si ennobli≫ du premier s'oppose a la ≪verityｓ6che≫du second. II en resulte que

Goethe et Schiller s'abstraient des ≪feux d'Homere≫qui ｓｏ:ntindivisiblement lies a la force

plastique　d'une　grande　verite　d'apres　Longin (≪Du　Sublime・9.13) du　troisieme　siecle.

Klopstock est a l'antipode de leur pens6e. II s'attache ａ≪61everl'anie・(efferreanimum) et donne

trop de rimportance ａｕχｄｅｕχd'Homereバignes ex Ｈｏｍｅｒｏ)ｐｏｕｒconsiderer la ≪veriteseche≫.

　Maintenant on se rapporte j1 Holder lin. Dans r≪Hyinne au genie de la Grece≫(vers 1790)レil

chante Ｆ≪Homere ivre≫et sympathise d'abord avec Klopstock, et puis il se laisse peu a peu

influencer par r intelligence de Schiller. Dans une lettre ａ celui-ci, il exprime une grande

admiration:　≪Vous me tient dans la dfependance　　insurmontable.≫(1e　20 juin　1797) Mais

cependant il balance tous les deux pionniers:≪On peut tomber dans la hauteur, comme dans la

profondeur. L'elasticite de l'esprit einp§che cette chute-ci√1a force de gravite propre･＆1a sobre

pens6e prfivient celle-la.≫(≪Reflexion≫1799) Klopstock manqua ｄｅ≪tomber dans la hauteur≫，

tandis que Schiller faillit≪tomber dans la profondeur≫. Le sombre ≪Wallenstein≫ (1798-1799) du

dernier nous 6tonne par rabsence de cette ≪elasticitede r esprit≫ qui est propre ａ Klopstock.

Dans la lettre celebre de H5lderlin a Bohlendorff le 4 d6cembre 1801, 1e≪pathetisme sacre≫du

　≪royaume d'ApoUon≫fait contraste avec la ≪ｓobti6t命ｊＵｎｏｎｉｅｎｎｅde r Occident≫.11 s'agit ici

d'un contraire harmonieuχ entre les ≪feux d'Homere≫et la ≪v6rit ŝeche≫.
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schuldig ist. …Fahig zu jeder Energie und Meister auf dem ganzen Felde sentimentalischer

Dichtung kann er uns bald durch das hochste Pathos erschiittern, bald in himmlisch siiBe

Empfindungen wiegen.“（NA 20.457f.) Klopstocks 。so sehr veredeltes Gefiihl“ der 。senti-

mentalischen Dichtung “ stellt der Kritiker in Gegensatz zur seelenlosen Plastik des 。naiven“

Homer:　。ja als ob er selbst kein Herz im Busen triige, fahrt er in　seiner　trockenen

Wahrhaftigkeit: ,Doch den Glaukus erregete Zevs, …‘（｡Ilias“ 6.234ff)“（NA 20.435f.)

　Literaturhistorisch vertritt der klassische Schiller dieselbe Ansicht wie Goethe und macht

sich die Uberwindung der 。sentimentalischen“ Zeit der Empfinsamkeit und des Sturms und

Drangs zur Aufgabe. Diese Epoche macht ein 。so auBerordentlicher Genius“ wie Klopstock

mit 。so sehr veredeltem Gefiihl“，der auch Goethes Heroin, Lotte so tief ergreift: 。Sie sah

gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge tranenvoll, sie legte ihre Hand auf die meinige

und sagte: ,Klopstock!‘“（。Die Leiden des jungen Werther“ 1774. Brief vom 16.6.1771: HA

6.27) Hierbei spielt der 。naive“ Dichter eine beruhigende RoUe, die der leidende Werther am

13.5.1771 erwahnt: 。Ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fiille gefunden in

meinem Homer. Wie oft lull' ich mein emportes Blut zur Ruhe.“（ＨＡ 6.10) Dieses

Beruhigungsmittel wirkt sich vorteilhaft　fiir Goethes Erlebnis des Griechentums in der

｡Italienischen Reise“ ａｕs: 。Nun ist mir erst die Odyssee ein lebendiges Wort.“(17.5.1787:

HA 11.323) Hier geht es nicht um die 。ｍａs“,deren 。gleiche Energie “ und 。dichte Folge

lebenswahrer Bilder“ jener klassische Rhetoriker bewundert, sondern um die 。Odyssee“, die

seiner　Meinung　nach　vom　Nachlassen　der　Dichterkraft　zeugt. Goethe　und　Schiller

abstrahieren von Homers 。gleicher Flut sich jagender Leidenschaften“ und interessieren sich

vielmehr fiir seine plastische Objektivitat ohne Pathos, die Schiller 。naiv“ nennt｡

　Die Anschauung solcher Naivitat erinnert uns an Winckelmanns 。edle Einfalt und stille

GroSe“ in den 。Gedanken iiber die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und

Bildhauerkunst “ (1755):。§｡88. Die e d 1 e Einfalt u n d s t i 11 e GroBe d e r gr ie-

ch i sh e n S t a t uen ist zugleich das wahre Kenzeichen der griechischen Ｓｃｈｒ i f tｅｎ aus

den besten Zeiten, der Schriften aus S o kｒａ t i s Schule.“（WSW 1.34) Diese 。stilleGroBe“，

die der Kunsthistoriker nicht bei Homer im Aufgang der griechischen Kultur, sondern bei

Platon in ihrem　Niedergang,, m.a.W. in keiner mythischen Dichtung, sondern in der

Philosophie findet, entspricht eher der 。Odyssee“ im 。Alter“, als der 。ｍａs“im 。Zenit“.

Denn　anstatt　des　,,hochsten　Pathos“　der　epischen　und　tragischen　Poesie　tritt　die

Verstandesscharfe der　philosophierenden　Prosa　in　Winckelmanns　。besten　Zeiten“　der

Griechen. Ahnlich wie in　diesen philosophischen Zeiten geht es　in　Schillers　klassischer

Periode, wo er in der 。asthetischen Erziehung des Menschen“(1795) den 。Weg zu dem Kopf

durch das Herz“(8.Brief: NA 20.332) sucht. Letztlich herrscht der verniinftige 。Kopf“ iiber

alles sinnliche 。Herz“. Was dann die obige 。trockene Wahrhaftigkeit “ betrifft, hat Schiller

kein besonderes Erlebnis des Griechentums wie Goethe in der 。Italienischen Reise“. Das ist

keine lebendige Erfahrung, sondern eine statische Idee im 。Kopf"｡

　Wie Schiller zu dieser statischen Idee gelangt, erklart sein Aufsatz　。Uber Burgers

Gedichte“(1791). Zuerst achtet er es fiir wichtig, die Seele zu heben, wie Klopstock es getan

ｈａt: 。Eine der ersten Erfodernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung, ohne welche er

aufhort, seinen Namen zu verdienen.‘'(NA 22.253) Dann spricht er den Dichter darum an,
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｡sich　selbst　fremd　zu　werden“　und　。seine　Leidenschaft　aus　einer　mildernden　Feme

anzuschauen.“（NA　22.256) Ein　Produkt　des　scharfen　Verstandes　ist　diese　。Selbstent-

fremdung“, die jene 。trockene Wahrhaftigkeit“verursachtレ拉diesem :niichternen Selbst-

bewuBtsein dista:nziert er sich von Klopstocks。so s:eh………ぺ

friiher beim Anblick der antiken Kunstwerke bewahrt:　。Warum zielen alle redende und

zeichnende Kiinste des Alterthums so sehr nach Veredlung?　‥‘　So konnte uns ja dieser

allgemeine　Hang　nach　Verschonerung　jede　Spekulation　liber　die　Fortdauer　der　Seele

erspar en.“（｡Brief eines reisenden Danen“ 1785: NA 20.105)｡ﾉ……Hiersiegt･ der asthetische Sinn

iiber alle Spekulationen des philosophierenden Verstandes］ﾝ＼Zｕ diesem:Zeitpunkt　stimmt

Schiller in den veredelnden 。Flammen von Ｈｏｍｅｒ“mit Klopstock iiberein.

(2) DER KAMPF MIT 。JENEN ALTEN UNSTERBLICHEN"

　Wohl konnte sich Schiller wie Klopstock in die 。ｍａs“∇einfiihlen,um 。にenenAusbruch des

gottlichen Geistes“ zu erleben. Aber der scharfe Kritiker war sich zugleich der Kluft vollauf

bewuBt, die ihn der An tike ｡entfremdet “ hatte, wahrend dem Messias-Sanger dieses BewuBt-

sein der Zerrissenheit fehlte:　。Man mu6 mit Bewundりｒ面g gestehen, daS er, wiewohl

zuweilen in diesen Hohen verirret, doch niemals davon herabgesunken ist."(Schiller 。Uber

naive und …“:NA 20.457) Wenn wir groBes Gewicht ａｕ卜die abendlandische Tradition von

Gottes Nahe und Feme legen, namlich von Seligkeit und SchuldbewuBtsein eines Augustinus,

so konnen wir uns positiv zum Weg Schillers von der Veredlung zur Selbstentfremdung

auBern. Solch einen Dualismus flicht auch Holde雨ｎ　ｉｎ＼如鋤トGriechengedicht　。Brod und

Wein“(1800f.) ein: 。Seeliges Griechenland! … Dichter 如∧㈲ｒ拍ger Zeit“(V.55/V.122: StA

2.91/94) Ware dieses 。seelige Griechenland “ eine Goethesche Helena, die im 。Faust“(1832)

schlieBlich 。verschwindet “(V.9944f.:HA 3.300), so ｍ鵬te/deｒI｡Dichter in diirftiger Zeit“

wie Faust gestehen: ，ヽ■,DieBotschaft h6ｒ≒ch wohl, /al!eむl miｒ･ fehlt der Glaube; / Das

Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. / ZU………jenenSph面血wag' ich nicht zu streben,り

Woher　die　holde　Nachricht　tont. “(V.765ff.:　HA　3L3丿ﾚHiergegen　besteht　Holderlins

Originalitat eher im festen Glauben ans 。seelige Griechenland “，den wir nicht besonders

vom klassischen Schiller erwarten konnen, obwohl dieser im Gedicht 。Sehnsucht“(1802)

predigt: 。Du muSt glauben, dｕ万ｍｕＢtwagen, / ･■･，／Ｎｕﾔﾉ毎ｎしWunder｡k血n dich tragen /

In das schone Wunderland.“(V.29ff.:NA 21.197)　　　　十………

　Greifen wir zuallererst Holderlins griechisches ｡Wunder“ an, so wird nicht unbedingt jenes

dualistische　Helldunkel　einer　Augustinischen　Seele　erfordeΓlich. Denn　sein　seliges　und

｡schones Wunderland “ wirkt sich unausloschlich fiir ihn aus und gilt an sich als ienes

｡Licht“ im 。Evangelium des Johannes“(1.5･）:ﾄ｡das Liechtﾚ44･Heinet in der Finsternisツvnd

die　Finsternis　habens　nicht　begriffen.“（ＢＧ　2.297)……Jenseits　der　。macht　der

finsternis“(Ev.Luk.22.53:BG　2.294) herrscht　daｓ　, Mysterium　im　vollen　Licht“, das

Hofmannstahl vom Griechentum aus einsieht:　。Die homerischen Gotter　und　Gottinnen

treten fortwahrend aus der hellen Luft hervor; nichts 町印heint natiirlicher, sobald man

dieses Licht kennt.“（ＨＰ 4.157) Dieses 。Mysterium 一血十万oUen Licht“ stimmt in der

plastischen 。ｍａs“mit jener 。gleichen Flut sich jagender Leidenschaften“ iiberein. Es

besteht hier kein freier Raum fiir jenes notwendige U畑1, das Beruhigungsmittel eines
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leidenden Werther, sondern in reinen 。Flammen von Homer“(ignes eχ Homero) steht ein

Klopstocksches 。so sehr veredles Gefiihl“， mit dem　。der trunkene Maonide“(V.42) in

Holderlins friiherer 。Hymne an den Genius Griechenlands“（ｕm 1790) sympathisiert (StA

1.126):。Ach 1110n ！　ｍｏｎ!…GroB und warm wie sein Herz / Des Maoniden Lied.“ (V.52

/V.56f.)

　Schon　1747 nimmt der dreiundz wanzigj ahrige Klopstock dem　jungen　Holderlin　solche

homerische Begeisterung vorweg: 。Thranen nach besserem Ruhm werden Unsterblichen, /

Jenen alten Unsterblichen, / Deren daurender Werth, wachsenden Stromen gleich, / Jedes

lange Jahrhundert fiillt,/ Ihn gesellen, ･‥“（｡Der Lehrling der Griechen“ V.29ff.:K0 76）

Mit 。seinem maonischen Ｏｈｒ“(V.5:K0 75) nennt sich der Messias-Sanger 。Lehrling der

Griechen “ und fiihlt sich erhoben in den symbolischen ，iThranen “ der sentimentalischen Zeit

der Empfindsamkeit. Ihm und seinem Schiller, dem jurigen Holderlin ist die Abwesenheit

einer　Augustinischen　Seele�insternis　gemeinsam, die　mit　der　Verstandesscharfe　und

Selbstentfremdung　Schillers　korrespondiert. Zwar　gerat　Holderlin allmahlich　in　den

Bannkreis　dieses　zweiten　Lehrers, um　sich　fiir　jenes　Helldunkel　eines　Augustinus

auszusprechen: 。Klihn frohlokend drangen auch unsere Geister aufwarts und ldurchbrachen

die Schranke, und wie sie sich umsahn, wehe, da war es eine unendliche Leere.“（｡Hyperion“

1797/1799: StA ･3.45) Aber er bleibt zugleich seinem ersten Lehrer treu, dem 。Abgott der

Jugend“. Sonst wiirde sein 。seeliges Griechenland“ wie Goethes Helena 。verschwinden“｡

　Obwohl Holderlin sich　zu　seinem　zweiten Lehrer bekennt:　。Von　Ihnen　dependir' ich

uniiberwindlich.“(Brief an Schiller vom 20.6.1797:StA 6.241), sieht er ihn wie den ersten

kritisch ａｎ: 。Man kann auch in die Hohe fallen, so wie in die Tiefe. Das leztere verhindert

der elastische Geist, das erstere･ die Schwerkraft, die in niichternem Besinnen liegt.“

（｡Reflexion“ 1779: StA 4.233) Klopstock droht 。in die Hohe zu fallen“, wahrend Schiller

Gefahr　lauft。,,in　die　Tiefe　zu　fallen.“　Uber　den　tiefen　Herzensgrund von　Schillers

｡Wallenstein “(1798f.) schreckt Hegel um 1800: 。Wenn das Stiick endigt, so ist alles aus,

das Reich des Nichts, des Todes hat den Sieg behalten; ‥･der Tod siegt iiber das Leben!

Dies ist nicht tragisch, sondern entsetzlich! Dies zerreiBt das Herz, daraus kann man nicht

mit erleichterter Brust springen! “（ＨＷ 1.618ff.) Dem finsteren 。Wallenstein“, der 。nicht

tragisch, sondern　entsetzlich “　。das　Herz　zerreiBt“, fehlt　der　。elastische　Geist“　eines

Klopstock　。mit erleichterter Brust“, der　unter　dem　griechischen　Ideal　der　klassischen

Tragodie die geistige 。Schwerkraft “ in Schillers 。niichternem Besinnen“ erganzen kann. Nach

Holderlin hangen　also　das　。heilige　Pathos “　vom　griechischen　。Apollonsreich “　und　die

｡abendlandische Junonische Niichternheit “ voneinander ab｡

　Hieriiber schreibt er im beriihrnten Brief an Bohlendorff vom 4.12.1801: 。Das eigentliche

nationelle wird im Fortschritt der Bildung immer der geringere Vorzug werden. 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　au8er-

ordentliche Mensch seelenvoU genug war, um die abendlandische Junonische N ii c h -

t e ｒ n h e i t　fiir sein　Apollonsreich　zu　erbeuten, und　so　wahrhaft das　fremde sich

anzueignen.“（StA 6.426) In diesem Gesichtspunkt bedeutet Homers naive 。Darstellungsgabe “

im Grunde genommen 。das Fremde“ 昆ｒ die Griechen und 。das eigentliche Nationelle“ fiir
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die Deutschen. Da dieses Nationelle　。im Fortschritt der Bildung immer　der　geringere

Vorzug“ wird, konnen wir Schiller dazu berechtigen, danach:’･zu strebeれ:.Aber dann sieht

Holderlin der neuen Gefahr ins Auge, daB diese 。eigene lebendige Natur“ gerade 。unter den

positiven Formen“ der klassischen Griechen erliegt: 。Das schwerste dabei scheint, daS das

Altertum ganz unserem urspriinglichen Triebe entgegenzuseyn scheint｡“（｡Der Gesichtspunct

aus dem wir das Altertum anzusehen haben“ um 1799: StA 4.221) Nun balanciert Holderlin

zwischen Schillers 。urspriinglichem Trieb“ zur 。面映nisむhen Niichternheit 7 und Klopstocks

｡heiligem　Pathos “　vom　homerischen　。ApoUonsreich“　eben　im　Kampf　mit jenen　。alten

Unsterblichen“｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧　　犬1　　…………万　　し　　　回=　　‥

DS:　　Dionysios　oder　Longinus:

　Universal-Bibliothek) 1988.

ＯＵＥＬＬＥＮＮＡＣＨＷＥＩＳト　‥‥‥　　‥‥‥　　‥　　‥

De　Sublimitate //　Ｖ９陽　Erhabenen. Stuttgart (Reclam-

BＧ:　Biblia　Germanica　1545　nach　Luther. Faksimile-Nachdruck. Stuttgart (Deutsche

　・Bibelgesellschaft) 1967.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1尚　　＼

ＨＫＡ: Hamburger Klopstook-Ausgabe. Berlin (Gruyter) 1974ff.丁　　:‥‥‥　　　‥

ＫＡＷ: Klopstocks Ausgewahlte Werke in einem Band. Miinchen (Hanser) 1962.

ＫＯ:　Klopstocks Oden. Hamburg (Bode) 1771. Faksimile-Nachdruok:L………Bern(Lang) 1971.

ＷＳＷ: Winckelmanns Samtliche Werke. Donauoschingen (Verlag deutscher Classiker) 1825-29.

Faksimile-Nachdruck. Osnabriick (Zeller) 1965

HＡ:　Goethes Hamburger Ausgabe. Miinchen (Beck /dtv) 1981/1982.へ

ＮＡ:　Schillers Nationalausgabe. Weimar (Hermann Bohlaus Nachfolger) 1943ff.

StＡ:　Holderlins Stuttgarter Ausgabe. Stuttgar卜(Kohlhartime丿ﾄ1946ﾄ77/1985.

ＨＷ:　Hegels Werke 1832-45. Frankfurt ａ.ＭバSuhrkamp) 1969-71.

ＨＰ:　Hofmannsthals Prosa I-IV. Frankfurt ａ.Ｍレ(Fischer) 1950≒55‥‥‥　　　‥

* Klopstocks Brief an Bodmer vom 10,8.1848: ＨＫＡトBriefe･Abt, I. 13.Brief.

…Quam saepe tune desideravi promissam Tuam ｄｅ十Sublimi traotationem, et adbuc desidero･.

Miltonus ｖｅｒｏ（ｑｕｅｍfortassis nimis sero　vidissem, nisi　tｒﾑnstulisses　Tu　ipsum,) quum

improvisus in manus mihi incidisset, ignes ex Homero haustos excitavit penitus, animumque,

ad caelum et religionis poesin, extulit. ･･･(S.14 / S.201)…Wie oft habe ich dann Ihre

versprochene Abhandlung liber das Erhabene herbeigesehnt undダtｕむ面トnoch卜Milton aber （den

ich vielleicht allzu spat kennengelernt hatte, wenn Sie ihn nicht iibersetzt hatten), der mir

unversehens in die Hande fiel, hat die von Homer entziindeten Flammen hoch aufschlagen

lassen und mich dazu gefiihrt, den Himmel und die Reigion ｚｕﾚbesingen.…

∧つ(Manuscriptum receptum 1.9.1998)

ニ(Editum pronuntiatum 25.12,1998)



二
Ｉ
　
（
2
1
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
（
一
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

資
料
(
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
i
a
l
i
e
コ
）

剛
一
七
四
八
年
1
0
月
８
日
付
ボ
ー
ド
マ
ー
宛
書
簡
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
版
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
作
品
・

書
簡
集
(
Ｈ
Ｋ
Ａ
と
略
記
）
　
一
九
七
四
年
よ
り
刊
行
中
、
書
簡
集
第
一
巻
、
一
四
頁
（
原
文
ラ
テ

ン
語
）
。
「
即
ち
年
若
い
青
春
時
代
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
読
み
、
か
つ
ま
た
既
に

（
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
派
ゴ
ッ
ト
シ
ェ
ー
ト
と
そ
の
仲
間
で
あ
る
）
ザ
ク
セ
ン
人
達
の
（
合
理
主
義
的

文
芸
）
批
評
の
諸
著
作
に
憤
り
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
（
一
七
二
四
年
生
ま
れ
の
）
私
は
、
二

七
四
〇
年
来
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
派
と
激
し
い
論
争
を
し
て
お
ら
れ
る
）
先
生
と
（
そ
の
ス
イ
ス
派
の

盟
友
）
ブ
ラ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
（
先
生
）
の
（
文
芸
）
批
評
の
諸
著
作
を
入
手
い
た
し
ま
し
た
。
ひ

と
た
び
読
み
、
と
申
し
ま
す
よ
り
、
こ
れ
ら
を
一
飲
み
に
吸
収
い
た
し
ま
す
と
、
右
手
に
は
ホ
メ
ー

ロ
ス
と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
あ
る
一
方
、
次
い
で
他
方
の
左
手
に
は
こ
れ
ら
（
先
生
お
二
人
の
諸

著
作
）
が
常
に
播
か
れ
る
べ
く
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
何
と
し
ば
し
ば
そ
の
時
私
は
切
に
、
先

生
が
約
束
さ
れ
た
『
崇
高
論
』
を
待
望
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
熱
望
を
私
は
今
な
お
有
し
て

お
り
ま
す
。
実
際
ミ
ル
ト
ン
（
の
一
六
六
七
年
初
版
の
「
失
楽
園
」
）
で
す
が
、
も
し
先
生
が

こ
七
三
二
年
の
初
版
や
一
七
四
二
年
の
再
版
で
）
訳
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
非
常
に
遅

く
私
は
こ
れ
を
知
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
な
く
も
（
先
生
の
）
ミ
ル
ト
ン

（
の
『
失
楽
園
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
）
が
私
の
手
に
入
る
や
、
こ
れ
は
立
所
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ

た
（
古
典
の
聖
）
火
を
、
心
の
内
奥
に
ま
で
燃
え
立
た
せ
、
そ
し
て
魂
を
高
揚
さ
せ
、
天
へ
と
、

そ
し
て
宗
教
の
詩
へ
と
導
き
上
げ
ま
し
た
。
」
（
首
記
ご
采
‰
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
ｏ
　
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｓ
)

②
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
シ
オ
ス
な
い
し
は
ロ
ン
ギ
ノ
ス
著
『
崇
高
論
』
（
原
典
ギ
リ
シ
ア
文
を
ラ
イ
プ

ツ
ィ
ヒ
で
一
九
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
ト
イ
ブ
ナ
ー
古
典
叢
書
の
第
四
版
に
拠
る
希
独
対
訳
レ
ク

ラ
ム
文
庫
、
一
九
八
八
年
刊
）
第
九
章
・
第
1
3
節
（
一
八
三
Ｒ
Ｉ
Ｖ
）
文
庫
二
八
頁
（
原
文
ギ
リ

シ
ア
語
）
。
「
私
の
考
え
で
は
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
が
書
か
れ
た
の
は
、
（
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
）
精
神
の

絶
頂
期
で
あ
り
、
（
そ
の
作
品
）
全
体
は
、
劇
的
か
つ
戦
闘
的
生
命
に
満
ち
て
（
描
か
れ
て
）
　
い

る
。
他
方
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
の
大
部
分
は
描
写
主
体
で
、
正
に
老
年
に
固
有
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
沈
む
夕
日
に
喩
え
ら
れ
、
そ
の
残
存
す
る
威
力

に
は
、
（
灼
熱
の
）
強
さ
が
欠
け
て
い
る
。
即
ち
詩
篇
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
溢
れ
て
い
る
あ
の
緊

迫
、
平
版
に
な
る
こ
と
な
く
調
子
の
落
ち
る
こ
と
の
決
し
て
な
い
あ
の
諸
々
の
崇
高
さ
、
途
絶
え

る
こ
と
な
き
種
々
の
悲
壮
美
の
あ
の
迢
り
は
、
も
は
や
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に
は
見
ら
れ
な
い
し
、

ま
た
激
動
す
る
筋
立
て
も
雄
弁
も
、
更
に
は
真
実
味
あ
る
（
心
か
ら
出
た
）
想
像
の
所
産
で
重
厚

と
な
っ
た
文
体
も
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
（
こ
う
）
で
あ
る
。
そ

れ
は
大
洋
が
自
己
自
身
へ
引
き
退
く
と
、
（
こ
の
干
潮
時
に
は
）
　
一
面
に
自
ら
の
様
々
な
限
界

（
領
域
）
を
曝
す
。
こ
の
大
洋
の
残
し
た
も
の
に
似
て
、
現
わ
れ
る
の
は
、
威
力
の
引
き
潮
、
お

よ
び
架
空
の
伝
説
圏
や
不
思
議
な
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
ど
も
を
遍
歴
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
T
W
-
-

ｖ
ｙ
m
　
■
■
■
　
ｒ
＆
ｖ
　
･
：
ａ
ｌ
ｌ
）

※
第
三
三
章
・
第
５
節
（
一
九
九
）
文
庫
八
二
頁
（
原
文
ギ
リ
シ
ア
語
）
。
「
か
の
霊
気
の
辺
り
、

こ
れ
を
法
則
の
下
に
置
く
の
は
難
い
。
」

圓
シ
ラ
ー
『
旅
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
手
紙
』
　
一
七
八
五
年
、
定
本
ヴ
ァ
イ
マ
ル
刊
国
民
版

(
Ｎ
Ａ
と
略
記
）
　
一
九
四
三
年
よ
り
刊
行
中
、
第
二
〇
巻
、
一
〇
五
頁
。
「
古
典
芸
術
は
・
：
強
く

高
貴
化
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
)
を
目
指
す
」

※
『
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
詩
歌
に
つ
い
て
』
一
七
九
｝
年
（
ブ
「
ｙ
、
第
二
二
巻
、
二
五
三
頁
／
二
五
六

頁
」
。

　
「
詩
人
に
要
請
さ
れ
る
必
要
条
件
の
一
つ
が
理
想
化
で
あ
り
、
高
貴
化
で
あ
る
。
…
／
…
自
己
に

疎
遠
と
な
り
、
・
：
情
熱
を
或
る
鎮
静
の
彼
方
か
ら
観
想
す
る
」

㈲
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
『
頌
歌
集
』
　
一
七
七
一
年
（
写
真
復
刻
版
一
九
七
一
年
）
七
五
頁
－
七
六

頁
所
収
『
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
弟
子
』
　
一
七
四
七
年
「
彼
の
（
ホ
メ
ー
ロ
ス
こ
と
）
マ
イ
モ
ニ
デ
ー

ス
（
マ
イ
モ
ニ
ア
ー
生
ま
れ
の
者
、
あ
る
い
は
マ
イ
オ
ー
ン
の
子
）
の
よ
う
な
（
感
受
性
豊
か
な
）

耳
を
（
第
五
句
／
第
六
句
）
註
釈
の
騒
音
か
ら
（
第
六
句
／
第
七
句
）
甘
美
な
調
子
で
穏
や
か
に

遠
ざ
け
て
、
…
（
七
五
頁
／
七
六
頁
）
…
涙
が
一
層
と
立
派
な
名
声
を
求
め
て
溢
れ
、
不
滅
の
者

達
、
（
第
二
九
句
／
第
三
〇
句
）
あ
の
不
滅
の
古
代
人
達
、
（
第
三
〇
句
／
第
三
一
句
）
そ
の
不
朽

の
価
値
、
そ
れ
は
い
や
増
す
大
河
の
流
れ
に
似
て
、
（
第
三
一
句
／
第
三
二
句
）
ど
の
長
き
百
年

を
も
満
た
し
て
い
る
（
第
三
二
句
／
第
三
三
部
）
（
そ
の
古
代
人
達
へ
と
溢
れ
る
涙
が
）
彼
を
集

わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
第
一
九
句
以
下
七
六
頁
）

㈲
シ
ラ
ー
『
幸
運
』
　
一
七
九
八
年
（
ブ
「
ｙ
、
第
一
巻
、
四
○
九
頁
以
下
」
第
三
三
句
－
第
六
四
句

（
四
一
〇
頁
）
第
六
五
句
以
下
（
四
一
一
頁
）
「
全
て
人
間
的
な
も
の
は
ま
ず
生
成
し
生
育
し
成

熟
す
る
必
然
に
あ
り
、
（
第
六
三
句
／
第
六
四
句
）
形
姿
か
ら
形
姿
へ
と
そ
れ
を
導
く
の
は
、
形

成
す
る
時
代
で
あ
る
。
（
第
六
四
句
／
第
六
五
句
）
だ
が
幸
運
な
も
の
、
す
な
わ
ち
美
が
生
成
す

る
の
を
、
汝
は
見
ず
、
（
第
六
五
句
／
第
六
六
句
）
そ
れ
は
永
遠
よ
り
こ
の
か
た
既
に
で
き
上
っ

て
、
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
汝
の
前
に
立
っ
て
い
る
。
」
(
Ａ
Ｕ
ｅ
ｓ
　
ｍ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
m
ｕ
Ｂ
　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ

w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｕ
乱
w
ａ
ｃ
ｉ
ｉ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｒ
ｅ
ｉ
t
ｅ
ｎ
-
"
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
w
ｅ
ｒ
ｄ
ｅ
ｎ
　
･
■
■
ｖ
ｏ
ｉ
ｌ
ｅ
乱
ｅ
ｔ
-
)

平
成
十
年
（
一
九
九
八
年
）
　
九
月
　
一
日
受
理

平
成
十
年
こ
九
九
八
年
）
十
二
月
二
五
日
発
行



と
申
せ
ま
す
。
す
な
わ
ち
光
は
闇
の
手
の
届
か
ぬ
所
に
、
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
と
言
う
も
の
で

す
。
成
程
ゲ
ー
テ
達
の
場
合
で
も
、
そ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
が
全
体
と
し
て
見
れ
ば
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、
こ
う
し
た
光
明
界
は
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
在
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
光
明
界
が
他
な
ら

ぬ
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
な
り
得
た
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
し
た
。

　
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
を
踏
ま
え
て
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
ヘ
と
「
ホ
メ
ー
ロ
ス

か
ら
溢
れ
た
焔
」
を
再
び
取
り
上
げ
て
み
ま
す
と
、
専
ら
「
著
し
く
高
貴
化
さ
れ
た
感
情
」
で
ギ

リ
シ
ア
の
光
明
界
に
迫
っ
た
「
徒
な
ら
ぬ
天
才
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
更
に
は
、
間
に
掴
ま
れ
ぬ
光
の
世
界
へ
と
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
道
を
へ

て
辿
り
着
い
た
の
か
を
、
次
に
扱
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
取
り
上
げ
ま
す
の
は
、
資
料
㈲
に
示
し
ま

し
た
『
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
弟
子
』
で
す
。
こ
れ
は
『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
章
公
刊
の
前
年
一
七
四

七
年
に
執
筆
さ
れ
、
一
七
七
一
年
に
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
詩
歌
で
す
。
全
部
で
三
八
句
あ
る
こ
の

作
品
は
、
文
字
通
り
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
弟
子
」
で
あ
る
詩
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
の
こ
と

を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
要
点
は
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
風
の
耳
」
を
も
っ
た
感
受
性
豊
か
な
詩
人
が
、

世
俗
の
軍
事
政
治
上
の
英
雄
を
捨
て
置
い
て
、
精
神
界
の
英
霊
ホ
メ
ー
ロ
ス
達
の
仲
間
に
加
わ
り

た
い
と
の
所
信
表
明
で
す
。

　
直
接
そ
の
第
二
九
句
以
下
を
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
涙
が
一
層
と
立
派
な
名
声
を
求
め
て
溢

れ
、
不
滅
の
者
達
、
あ
の
不
滅
の
古
代
人
達
、
そ
の
不
朽
の
価
値
、
そ
れ
は
い
や
増
す
大
河
の
流

れ
に
似
て
、
ど
の
長
き
百
年
を
も
満
た
し
て
い
る
。
そ
の
古
代
人
達
へ
と
彼
を
溢
れ
る
涙
が
集
わ

せ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
り
、
い
か
に
も
感
受
性
（
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
言
の
時
代
を
「
涙
」
が

象
徴
し
て
お
り
ま
す
。
さ
て
重
要
な
の
は
、
知
性
で
は
な
く
感
受
性
を
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
ヘ
の
道

と
し
て
い
る
点
で
す
。
す
な
わ
ち
知
性
の
改
善
で
は
な
く
、
美
を
目
指
す
感
性
教
育
（

ａ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｅ
ｒ
ｚ
ｉ
ｅ
ｈ
ｕ
ｎ
巴
が
、
詩
人
の
魂
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
『
救

世
主
』
第
三
歌
の
第
一
　
一
九
句
に
、
イ
エ
ス
が
、
「
弟
子
た
ち
の
感
受
性
あ
る
心

（
ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
乱
ｅ
乱
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｅ
ｒ
ｚ
)
を
永
遠
へ
と
形
成
す
る
」
と
あ
り
、
高
次
の
認
識
に
必
ず
し
も
知

性
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
他
方
シ
ラ
ー
で
す
と
、
そ
の
『
美
を
目
指
す
感

性
教
育
』
は
そ
の
書
簡
八
に
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「
心
を
通
り
頭
（
内
ｏ
旦
）
へ
と
至
る

道
」
が
肝
要
で
す
。
つ
ま
り
大
切
な
の
は
知
性
の
宿
る
頭
の
方
で
、
こ
の
こ
と
は
シ
ラ
ー
の
詩
歌

『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
初
稿
（
一
七
八
八
年
）
第
一
丸
四
句
に
お
い
て
、
唯
一
の
神
が
「
知
性

（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
の
創
造
主
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
解
り
ま
す
。

　
　
「
心
を
通
り
頭
へ
」
と
は
実
際
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
か
つ
て
辿
っ
た
道
で
、
こ
れ
は
神
話
か
ら
哲

学
へ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
哲
学
の
『
国
家
』
か
ら
プ
ラ
ト
ー
ン
の
描
く
ソ
ー

ク
ラ
テ
ー
ス
は
詩
人
を
追
放
し
ま
す
が
、
同
時
に
哲
学
者
自
身
が
「
私
は
子
供
の
頃
か
ら
ホ
メ
ー

ロ
ス
に
一
種
の
親
し
み
と
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
る
」
と
も
、
そ
の
『
国
家
』
五
九
五
で
告
白
し

て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
親
し
み
と
畏
敬
の
念
を
、
実
は
シ
ラ
ー
も
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
抱
き
、

そ
の
「
著
し
く
高
貴
化
さ
れ
た
感
情
」
を
称
え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
涙
に
象
徴
さ
れ
る
感
受
性

の
み
で
純
粋
に
美
の
世
界
を
目
指
す
『
救
世
主
』
の
詩
人
と
異
な
り
、
シ
ラ
ー
は
イ
デ
ア
ー
論
者

プ
ラ
ト
ー
ン
の
よ
う
に
、
感
性
を
越
え
た
知
性
の
次
元
に
美
そ
の
も
の
を
認
め
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
シ
ラ
ー
の
詩
歌
『
幸
運
』
（
一
七
九
八
年
）
第
六
三
句
以
下
で
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
資
料
㈲
で

す
。
そ
の
第
六
五
句
に
「
美
は
生
成
せ
ず
」
と
あ
り
、
す
で
に
出
来
上
り
完
成
し
た
イ
デ
ア
ー
と

見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
、
人
間
の
住
む
感
性
の
世
界
は
生
成
と
消
滅
の
只
中
に
あ
り
、
こ
こ
で
悲
劇
が
誕

生
す
れ
ば
涙
が
溢
れ
ま
す
。
こ
の
点
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
と
同
様
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
英
雄
ア

キ
レ
ウ
ス
達
も
感
受
性
豊
か
で
、
余
り
知
性
に
恵
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

他
方
イ
デ
ア
ー
の
世
界
を
見
っ
め
る
哲
学
者
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
パ
イ
ド
ー

ン
』
な
ど
で
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
通
り
、
自
ら
の
死
を
単
な
る
肉
体
の
死
に
す
ぎ
ぬ
と
み
な
し
て

見
下
し
、
そ
の
親
友
は
涙
を
流
し
ま
す
が
、
彼
自
身
は
涙
一
つ
出
さ
ず
、
堂
々
と
毒
杯
を
飲
み
は

し
ま
す
。
こ
の
人
に
と
り
埋
葬
な
ど
は
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』

で
は
、
肉
体
の
埋
葬
こ
そ
人
間
に
と
り
重
大
で
あ
り
ま
す
。
実
際
そ
の
大
団
円
は
ト
ロ
イ
ア
ー
の

英
雄
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
埋
葬
で
あ
り
、
そ
の
前
に
も
ア
キ
レ
ウ
ス
の
親
友
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
埋
葬
が

あ
り
ま
す
。

　
そ
の
原
因
は
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
の
言
葉
通
り
、
「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
」
と
い
う
情
念
の

力
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
お
お
よ
そ
イ
デ
ア
ー
論
者
の
説
く
、
肉
体
を
離
れ
た
魂
の
不
滅
な
ど
と
は

縁
遠
い
感
性
の
世
界
、
そ
れ
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
美
の
化
身
と
さ
れ
る
ヘ
レ

ネ
ー
な
ど
生
彩
を
放
た
ず
、
脇
役
に
甘
ん
じ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
英
雄
叙
事
詩
の
美
は
、
原
因
の

怒
り
か
ら
結
果
の
埋
葬
に
至
る
筋
の
中
で
生
成
し
消
滅
し
ま
す
。
そ
し
て
生
成
と
消
滅
の
只
中
で

輝
く
崇
高
美
、
こ
れ
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
よ
う
に
純
粋
な
感
受
性
で
近
づ
ぐ
時
、
先
の
シ
ラ
ー

の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
魂
の
不
滅
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
思
弁
を
も
無
し
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
」

と
言
え
る
地
平
が
開
か
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
未
だ
こ
こ
に
は
「
情
熱
を
或
る
鎮
静
の
彼
方
か
ら

観
想
す
る
」
よ
う
な
自
己
疎
外
は
起
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
疎
外
や
断
絶
を
意
識
す
る
哲

学
か
ら
、
逆
に
本
源
の
神
話
へ
と
戻
る
今
日
、
そ
の
源
に
お
い
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
共
感
共
鳴
し

た
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
方
が
、
シ
ラ
ー
よ
り
興
味
深
く
映
じ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

二
二
　
（
苔
　
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
と
、
シ
ラ
ー
の
「
乾
い
た
真
実
味
」
（
高
橋
）



二
三
　
（
2
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
二
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

「
知
性
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
に
浸
さ
れ
」
だ
理
念
と
申
せ
ま
す
。
但
し
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
場
合

は
『
模
倣
論
』
第
二
七
節
に
申
し
ま
す
「
内
な
る
感
受
性
」
（
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
)
　
に
よ

り
、
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
を
し
か
と
掴
ん
だ
上
で
「
知
性
に
浸
さ
れ
」
た
と
看
倣
さ
れ
ま
す
が
、
し
か

し
他
方
シ
ラ
ー
の
「
素
朴
」
は
、
あ
り
あ
り
と
心
の
目
で
把
え
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
格
別
な
ホ

メ
ー
ロ
ス
体
験
な
し
で
出
て
き
ま
す
。
し
か
も
「
素
朴
～
は
、
そ
の
対
と
な
る
「
情
感
」

(
Ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
)
を
睨
み
っ
つ
、
そ
の
言
わ
ば
影
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
さ
え
申
せ
ま
す
。

　
実
際
シ
ラ
ー
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
美
の
世
界
を
「
影
の
国
」
(
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
)
と
、
『
理

想
と
人
生
』
初
稿
（
一
七
九
五
年
）
の
第
四
〇
句
で
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
丁
度
ホ
メ
ー
ロ
ス

を
素
朴
詩
人
と
し
て
扱
う
論
文
が
成
立
し
た
の
と
同
じ
時
期
、
い
わ
ゆ
る
シ
ラ
ー
の
古
典
期
の
こ

と
で
す
。
こ
の
時
期
シ
ラ
ー
は
ゲ
ー
テ
か
ら
古
典
芸
術
に
関
し
大
い
に
教
え
ら
れ
た
模
様
で
す
。

但
し
、
二
人
の
初
対
面
が
良
く
示
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
の
経
験

(
Ｅ
ｒ
ｆ
ａ
ｈ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
を
、
あ
く
ま
で
シ
ラ
ー
は
理
念
（
に
Ｉ
）
と
し
て
受
け
取
り
ま
す
。
つ
ま
り
古

典
美
は
ゲ
ー
テ
に
と
り
直
観
（
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
ｇ
)
の
対
象
で
す
が
、
こ
れ
が
シ
ラ
ー
の
場
合
は

思
考
（
｛
｝
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
)
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
の
シ
ラ
ー
の
理

念
は
、
言
わ
ば
ゲ
ー
テ
の
直
観
の
「
影
」
と
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
シ
ラ
ー
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』

に
関
す
る
意
見
が
、
丁
度
ゲ
ー
テ
の
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
体
験
の
「
影
」
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
両
者
と
も
に
、
疾
風
怒
濤
お
よ
び
そ
の
前
の
感
受
性
（
Ｅ
ｍ
ｐ
ｆ
ｉ
ｎ
ｄ
ｓ
ａ
ｍ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
）
の
時
代
を
、

乗
り
越
え
ら
れ
た
過
去
と
し
て
片
付
け
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
若
き
シ
ラ
ー
が
二
六
歳
の
時
一
七
八
五
年
に
マ
ン
ハ
イ
ム
を
訪
れ
、
そ
こ
で
ギ
リ

シ
ア
芸
術
に
接
し
た
時
に
は
、
む
し
ろ
瑞
々
し
い
詩
人
の
直
観
が
素
直
な
驚
き
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
『
旅
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
手
紙
』
と
題
し
た
シ
ラ
ー
の
文
章
に
見
ら
れ
ま
す
。
資

料
㈹
を
御
覧
下
さ
い
。
訳
し
て
み
ま
す
。
「
な
ぜ
古
典
芸
術
は
、
詩
歌
に
せ
よ
絵
画
に
せ
よ
、
か

く
も
強
く
高
貴
化
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
)
を
目
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
と
、
以
前
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ

ク
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
か
ら
受
け
た
魂
の
高
揚
を
シ
ラ
ー
も
感
受
し
ま
す
。
そ
し
て
問
い
は
更
に

続
き
、
「
な
ら
ば
私
達
に
は
実
の
所
、
こ
の
美
を
求
め
る
普
遍
的
傾
向
が
、
魂
の
不
滅
に
つ
い
て

の
い
か
な
る
思
弁
を
も
無
し
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
ま
で
疑
念
を
呈
し
て

い
ま
す
。
も
は
や
思
弁
哲
学
で
な
く
、
そ
れ
に
か
わ
り
詩
歌
芸
術
が
シ
ラ
ー
の
魂
を
掴
み
、
そ
れ

を
高
揚
さ
せ
、
そ
の
心
の
目
の
前
に
彷
彿
と
立
ち
現
れ
て
い
ま
す
。

［
三
］
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
弟
子
」

　
以
上
の
考
察
で
取
り
出
せ
ま
し
た
シ
ラ
ー
の
二
つ
の
面
は
、
古
典
期
へ
の
過
渡
期
に
書
か
れ
た

論
文
『
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
詩
歌
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
一
年
）
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
も
資
料
㈲

に
併
せ
て
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
詩
人
に
要
請
さ
れ
る
必
要
条

件
の
一
つ
が
理
想
化
(
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｉ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)
で
あ
り
、
高
貴
化
（
Ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｌ
ｕ
ｎ
ｇ
)
で
あ
り
、
こ
れ

な
く
し
て
は
詩
人
の
名
に
値
し
な
く
な
る
。
」
と
あ
り
、
こ
の
文
面
か
ら
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
通

し
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
ヘ
と
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
は
、
シ
ラ
ー
に
と
っ
て
も
詩
歌
芸

術
の
本
質
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
か
り
ま
す
。
そ
し
て
他
面
に
お
い
て
シ
ラ
ー
は
同
じ
雛
文
で
、

「
自
ら
の
情
熱
を
或
る
鎮
静
の
彼
方
か
ら
観
想
す
る
」
(
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
ａ
ｕ
ｓ
　
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ

ｍ
ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
乱
ｅ
ｎ
　
Ｆ
ｅ
ｍ
ｅ
　
ａ
ｎ
ｚ
ｕ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｅ
ｎ
)
と
い
う
点
も
重
視
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
例
の
「
素

朴
」
（
～
叱
）
と
協
和
す
る
点
で
す
。

　
但
し
、
こ
の
観
想
（
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
巴
の
方
向
を
、
そ
こ
で
シ
ラ
ー
は
同
時
に
「
自
己
疎
外
」

(
ｓ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
　
ｆ
ｒ
ｅ
ｍ
ｄ
)
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
で
す
が
自
己
分
裂
と
か
自
己
疎
外
こ
そ
、
実
は

シ
ラ
ー
が
理
想
化
の
際
に
見
逃
さ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
美
の
世
界
ギ
リ
シ
ア
と
の
一
体

化
は
、
同
時
に
そ
れ
と
の
断
絶
を
も
意
識
さ
せ
る
と
言
う
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
神
々
し
い
世
界

と
の
合
一
と
亀
裂
は
、
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
思
想
詩
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
○

一
年
）
で
、
見
事
に
織
り
合
わ
せ
ま
す
し
、
ま
た
西
欧
の
伝
統
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ラ
テ
ン
教

父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
が
特
に
『
詩
篇
』
を
拠
り
所
と
し
て
獲
た
神
の
近
さ
と
遠
さ
の
、
換
言

す
れ
ば
至
福
と
罪
悪
と
の
意
識
で
あ
り
ま
す
。

　
す
で
に
触
れ
ま
し
た
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
破
滅
や
メ
フ
ィ
ス
ト
こ
そ
、
こ
の
罪
悪
に
他
な
り
ま
せ
ん

が
、
古
典
派
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
の
罪
悪
を
克
服
す
べ
く
、
こ
の

罪
悪
が
生
彩
を
放
た
な
い
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
求
め
ま
す
。
但
し
、
シ
ラ
ー
達
ド
イ
ツ
古
典
派
に
と

り
ギ
リ
シ
ア
は
第
一
に
、
言
わ
ば
燃
え
る
フ
ァ
ウ
ー
ス
ト
精
神
の
鎮
静
剤
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
自
己

疎
外
の
産
物
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
結
局
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
ヘ
レ
ネ
ー
の
結
婚
の
よ
う
に
、

つ
い
に
は
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
い
関
係
が
、
ド
イ
ツ
と
ギ
リ
シ
ア
の
間
に
生
じ
ま
す
。
こ
の
古
典

派
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
微
妙
な
立
場
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。
勿
論
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
も
シ

ラ
ー
学
徒
と
し
て
、
西
欧
ラ
テ
ン
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
風
の
至
福
と
罪
悪
の
二
元
論
を

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
繰
り
広
げ
ま
す
。

　
と
は
申
し
ま
す
が
同
時
に
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
は
、
『
フ
ァ
ウ
ス

ト
』
の
ヘ
レ
ネ
ー
と
異
な
り
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
消
え
る
こ
と
な
き
光
の
世
界
を
示
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
　
一
の
五
の
言
葉
で
す
と
、
「
闇
は
光
を
掴
め
な
か
っ
た
。
」



［
二
］
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
乾
い
た
真
実
味
」

　
さ
て
翻
っ
て
次
に
は
、
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
中
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
出
会
う
最
も
手
頃
な
作
品
と

思
わ
れ
ま
す
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
（
一
七
七
四
年
）
を
見
て
み
ま
す
。
問
題

点
ば
例
え
ば
一
七
七
一
年
五
月
一
三
日
の
書
簡
に
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
情
熱
家
ヴ
ェ
ル
テ
ル

に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
子
守
歌
と
し
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
登
場
し
、
こ
の
青
年
の
「
沸
き
立
つ
血
潮
」

（
ｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｂ
ｌ
ｕ
ｔ
）
に
言
わ
ば
鎮
静
剤
の
よ
う
な
役
割
り
を
果
た
し
ま
す
。
そ
し
て
一
七
七
二

年
一
〇
月
口
一
日
の
書
簡
に
参
り
ま
す
と
、
暗
い
北
方
の
情
熱
を
宿
す
「
オ
シ
ア
ン
が
僕
の
心
の

中
で
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
を
押
し
の
け
て
し
ま
っ
た
。
」
と
記
さ
れ
、
も
は
や
眠
り
薬
の
役
を
果
た
す

幽
静
剤
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
退
場
し
て
、
結
局
ヴ
ェ
ル
テ
ル
は
自
ら
の
情
熱
の
破
局
べ
と
向
か
っ
て
ゆ

‐
き
ま
す
。
い

の
深
淵
」
が
、
ま
る
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
メ
フ
ィ
ス
ト
Ｃ
よ
う
に
ま
タ
誘
一
羽
と
応
て
て
Ｖ
ｊ
リ
　
イ

し
て
『
フ
ァ
ウ
ス
ド
』
の
悲
劇
第
二
部
で
は
、
こ
の
表
裏
一
体
構
造
に
対
し
て
明
朗
な
ギ
リ
シ
ア

の
風
土
が
浮
上
し
て
き
ま
ず
。
か
つ
て
、
一
七
八
七
年
の
春
に
イ
タ
リ
ア
旅
行
で
、
ゲ
ー
テ
は
こ

の
風
土
を
直
接
体
験
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
正
確
に
は
シ
チ
リ
ア
旅
行
で
、
そ
の
地
中
海
の
風
土
に

触
発
さ
れ
一
七
八
七
年
四
月
七
日
に
は
、
「
私
は
急
い
で
直
ち
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
を
一
冊
買
い
に
行
っ

た
。
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
後
四
月
ニ
八
日
に
は
明
確
に
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
五
月
一
七
日
に
は
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
関
し
、
私
の
目
か
ら
ま
る
で
被
い
が
取
れ

た
よ
う
だ
。
」
と
述
べ
た
あ
と
、
「
今
や
私
に
は
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
が
生
け
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
」

と
、
ゲ
ー
テ
は
結
ん
で
い
ま
す
。

　
先
の
『
崇
高
論
』
の
ロ
ン
ギ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
老
年
が
好
む
よ
う
な
物
語
」
と
さ
れ
た
『
オ

デ
ュ
セ
イ
ア
』
が
、
ゲ
ー
テ
の
古
典
教
養
に
は
こ
う
し
た
格
別
の
意
義
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
素
朴
文
学
な
ど
を
扱
っ
た
先
程
の
論
文
で
シ
ラ
ー
は
、
只
今
触
れ
ま
し
た
疾
風
怒
濤
期
の
虚
無

と
表
裏
一
体
と
な
っ
た
情
熱
を
鎮
静
さ
せ
る
薬
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
素
朴
詩
人
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
客

観
造
形
を
重
視
し
ま
す
。
そ
れ
は
近
代
の
情
感
文
学
と
、
古
代
の
素
朴
文
学
を
悛
別
す
る
方
向
で

な
さ
れ
、
以
前
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
古
典
と
の
共
感
共
鳴
を
目
指
し
た
の
と
は
全
く
違
う
道
を

取
り
ま
す
。
そ
し
て
例
証
と
し
て
シ
ラ
ー
は
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
第
六
歌
の
第
二
三
四
句
以
下
を
引

き
、
「
ま
る
で
自
分
自
身
が
胸
に
心
｛
｝
｛
自
己
を
持
た
ぬ
か
の
ご
と
く
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
そ
の
乾

い
た
真
実
味
(
ｔ
ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｎ
ｅ
　
Ｗ
ａ
ｈ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
ｉ
Ｋ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
)
で
続
け
て
い
る
。
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

　
確
か
に
、
こ
う
し
た
物
い
わ
ぬ
客
観
造
形
な
ら
、
む
し
ろ
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
以
上
に
『
オ
デ
ュ

セ
イ
ア
』
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
ゲ
ー
テ
の
場
合
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
言

え
ば
、
ま
ず
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
で
あ
っ
た
点
も
、
こ
の
こ
と
に
照
合
し
ま
す
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ

古
典
派
の
造
形
へ
の
意
志
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
両
作
品
に
共
通
す
る
素
朴
な
客
観
性
に
焦
点
を
あ

て
て
い
ま
す
。
他
方
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
『
崇
高
論
』
で
両
作
品
を
悛
別
し
、
敢
て
老
成
し
た
『
オ
デ
ュ

セ
イ
ア
』
に
軍
配
を
挙
げ
ず
、
生
命
感
に
溢
れ
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
方
に
ブ
層
と
充
実
し
た
精

神
の
成
果
を
見
て
取
っ
て
い
ま
す
。
勿
論
ロ
ン
ギ
ノ
ス
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
造
形
力
が
欠
如
し一

片
『
リ
、
、
ご
／
望
豺

≪
{
芸
術
家
の
｝

に
見
て
い
ま
す
。

４
１
ａ
ｌ
Ｉ
Ｊ
ｓ
　
　
Ｊ

さ
」
こ
そ
最
良
の
魂
の
鎮
静
剤
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
重
要
な
点
は
、
「
静
か
な
偉
大
さ
」

の
古
里
が
ホ
メ
ー
ロ
ス
で
は
な
く
、
プ
ラ
ト
ー
ン
や
ク
セ
ノ
ポ
ー
ン
で
あ
る
点
で
す
。
つ
ま
り
詩

歌
芸
術
で
は
な
く
、
そ
れ
は
哲
学
や
思
想
な
の
で
す
。

　
そ
の
『
模
倣
論
』
を
締
め
括
る
第
一
七
八
節
は
、
「
芸
術
家
の
ふ
る
う
筆
が
知
性

（
く
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
乱
）
に
浸
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
、

「
そ
の
筆
は
、
そ
れ
が
目
に
示
す
も
の
以
上
の
も
の
を
、
思
考
(
ｄ
ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
)
す
る
為
に
残
す
べ
き

で
あ
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
情
感
よ
り
知
性
を
重
ん
じ
る
プ
ラ
ト
ー
ン
哲
学
の
伝
統
が
生

き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
古
典
派
に
関
し
て
申
せ
ば
、
眼
の
人
と
言
わ
れ
る
ゲ
ー
テ
は
論
外
と
い
た

し
ま
し
て
も
、
ま
た
情
念
が
燃
焼
し
浄
化
す
る
悲
劇
を
創
作
し
て
い
る
時
の
シ
ラ
ー
は
問
わ
な
い

と
し
ま
し
て
も
、
少
く
と
も
鋭
い
分
析
力
を
持
前
と
す
る
論
文
の
書
き
手
シ
ラ
ー
が
ギ
リ
シ
ア
を

扱
っ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
知
性
本
位
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し

て
先
程
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
乾
い
た
真
実
味
」
も
、
こ
こ
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の

源
は
シ
ラ
ー
が
提
起
し
た
「
素
朴
」
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
る
理
想
で
す
。
こ
れ
は
『
悟
慨
論
』

に
お
け
る
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
名
言
、
「
高
貴
な
純
朴
と
静
か
な
偉
大
さ
」
と
同
じ
く
、
正
に

二
四
　
（
2
4
）
　
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
と
、
シ
ラ
ー
の
「
乾
い
た
真
実
味
」
（
高
橋
）



二
五
　
（
2
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
二
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

び
か
け
て
お

訳
で
す
と
、

　
こ
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
冒
頭
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
の
ド
イ
ツ
語

、
歌
え
／
」
（
（
Ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
ｉ
ｎ
｡
　
ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
-
"
)
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
重
要

な
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
の
地
球
の
大
地
に
住
む
詩
人
が
、
言
わ
ば
現
世
離
れ
し
た
、

「
女
神
」
と
か
「
不
滅
の
魂
」
に
、
直
接
結
び
付
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
す
。
す
な
わ
ち
「
歌
う
」

　人と

シ軸

鴇迄

妥占卜ほ

神1か　ヽ

ど
こ
と
な
く
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
調
べ
が
宿
る
と
考
え
、
こ
の
根
拠
を
詩

　
「
不
滅
の
魂
」
に
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

」
も
「
不
滅
の
魂
」
も
両
方
と
も
、
す
で
に
詩
人
が
自
分
固
有
の
も
の
と
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
理
想
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
請
い
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

で
す
か
ら
作
品
が
完
成
し
て
か
ら
後
、
果
し
て
「
封
崔
」
と
か
「
不
滅
の
魂
」
が
宿
っ
た
と
言
え

る
の
か
ど
う
か
が
、
問
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
っ
い
て
は
、
す

で
に
古
来
こ
こ
に
こ
そ
詩
歌
の
女
神
ム
ー
サ
の
歌
声
が
聞
き
取
れ
る
と
い
う
評
価
が
あ
り
、
こ
の

こ
と
を
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
も
良
く
知
っ
て
お
り
ま
す
。
故
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
自
ら

の
叙
事
詩
『
救
世
主
』
を
、
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
／
」
(
Ｓ
ｉ
ｎ
ｇ
｡
　
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｂ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
｡
-
：
）

と
始
め
る
時
、
そ
の
念
頭
に
あ
る
模
範
は
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
な
ら
ば
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
持
つ
ど
の
よ
う
な
点
が
、
『
救
世
主
』
の
「
不
滅
の
魂
」
に
係
わ

る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ
の
点
を
考
え
る
の
に
参
考
と
な
り
ま
す
の
が
、
資
料
剛
に
掲
げ
ま
し
た

ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
書
簡
で
す
。
そ
れ
は
『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
章
が
初
め
て
印
刷
さ
れ
ま
し

た
年
、
一
七
四
八
年
の
八
月
一
〇
日
付
ボ
ー
ド
マ
ー
宛
書
簡
で
す
。
こ
こ
で
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と

共
に
話
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
で
す
。
こ
の
十
七
世
紀
の
宗
教

叙
事
詩
を
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
当
の
ボ
ー
ド
マ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
親
し
み
ま
し
た
。
そ
の

結
果
ミ
ル
ト
ン
が
、
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
を
燃
え
上
が
ら
せ
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク

の
心
を
高
揚
さ
せ
、
つ
い
に
『
救
世
主
』
が
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
引
用
の
文
面
か
ら
、
こ
こ
で
の
要
点
が
魂
を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
だ
と
解
り
ま
す
。
そ
し
て
書
簡

で
話
題
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
『
崇
高
論
』
（
｛
｝
ｅ
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｌ
ｉ
ｍ
ｉ
)
も
、
こ
の
点
に
関
連
し
ま
す
。
も
っ

と
も
文
面
の
『
崇
高
論
』
は
ボ
ー
ド
マ
ー
の
も
の
で
す
が
、
む
し
ろ
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
直
接
詳

細
に
論
じ
た
『
崇
高
論
』
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
の
『
崇
高
論
』
と
し
て
、
古

来
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
著
作
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
そ
の
論
点
を
資
料
②

で
御
覧
下
さ
い
。
目
の
つ
け
所
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
ド
イ
ツ
語
訳
で
「
自
ら
を
駆
る

情
熱
の
止
む
こ
と
な
き
酒
々
た
る
流
れ
」
と
か
、
「
か
の
神
々
し
い
霊
気
の
送
り
」
と
あ
り
、
こ

れ
が
ボ
ー
ド
マ
ー
宛
書
簡
で
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
言
う
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
に
呼

応
し
ま
す
。
他
方
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
「
写
実
的
な
真
に
迫
っ
た
形
象
の
幾
重
に
も
連
な
る
様
」
に
も

着
目
し
、
こ
ち
ら
は
シ
ラ
ー
達
ド
イ
ツ
古
典
派
の
関
心
の
的
と
な
り
ま
す
。

　
結
局
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
古
典
派
か
ら
見
る
と
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
お
け
る
ホ
メ
ー
ロ
ス

の
造
形
力
を
見
落
と
し
た
故
に
、
批
判
の
的
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
シ
ラ
ー
は
『
素
朴
文
学
と
情

感
文
学
に
つ
い
て
』
（
一
七
九
五
年
－
九
六
年
）
に
お
い
て
、
一
応
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
を
「
か

く
も
徒
な
ら
ぬ
天
才
」
と
称
え
、
そ
の
「
か
く
も
著
し
く
高
貴
化
さ
れ
た
感
情
」
（
Ｓ
ｓ
ｅ
ｈ
ｒ

ｖ
ｅ
ｒ
ｅ
ｄ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
）
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
シ
ラ
ー
は
、
「
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク
の
危
険
な
支
配
」
を
憂
慮
し
て
、
こ
う
言
い
ま
す
。
「
心
情
の
気
分
が
極
度
に
興
奮
し
た

或
る
種
の
状
態
で
の
み
、
彼
は
求
め
ら
れ
感
受
さ
れ
得
ま
す
。
で
す
か
ら
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は

青
春
の
偶
像
（
ｙ
Ｊ
ｏ
は
Ｑ
～
～
９
乱
）
な
の
で
も
あ
り
ま
す
。
」
と
あ
り
、
シ
ラ
ー
白
身
の

若
気
の
過
ち
に
関
連
し
て
、
「
か
の
神
々
し
い
霊
気
の
送
り
」
が
危
険
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
結
論
は
シ
ラ
ー
の
場
合
『
救
世
主
』
に
関
し
て
、
音
楽
性
に
お
い
て
は
抜
群
だ
が
、
し
か
し
造

形
性
(
ｐ
ｌ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
)
に
は
欠
け
る
と
言
う
も
の
で
す
。

　
と
は
申
し
ま
す
が
、
少
く
と
も
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
自
身
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
触
れ
て
、

「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
を
、
自
作
に
お
い
て
見
事
に
燃
え
上
が
ら
せ
た
こ
と
は
否
定
で

き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
で
は
実
の
所
、
こ
の
「
自
ら
を
駆
る
情
熱
の
止
む
こ
と
な

き
泗
々
た
る
流
れ
」
が
、
「
写
実
的
な
真
に
迫
っ
た
形
象
の
幾
重
に
も
連
な
る
様
」
、
つ
ま
り
迫
真

の
造
形
性
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
再
び
資
料
㈹
の
『
崇
高
論
』
を
御
覧
下

さ
い
。
こ
こ
で
ロ
ン
ギ
ノ
ス
は
只
今
の
二
つ
の
点
を
中
心
に
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
い
う
、
彼
の
言

葉
で
す
と
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
創
作
力
の
絶
頂
期
」
に
誕
生
し
た
英
雄
叙
事
詩
の
美
点
を
挙
げ
て
い

ま
す
。
そ
れ
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
者
は
こ
こ
で
画
然
と
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
『
オ
デ
ュ
セ

イ
ア
』
か
ら
区
別
し
、
『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
を
「
老
年
が
好
む
よ
う
な
物
語
」
と
評
し
、
こ
と
ご

と
く
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
優
れ
た
点
が
こ
ち
ら
に
は
欠
如
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
『
崇
高
論
』
が
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
こ
そ
見
い
出
し
た
迫
真
の
造
形
性
も
霊
気
の
送
り
も
、

『
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
』
に
は
期
待
で
き
な
い
と
の
旨
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
造
形
性
と
申
し
ま
し

て
も
迫
真
の
造
形
性
が
『
崇
高
論
』
で
は
肝
心
で
、
言
わ
ば
情
熱
の
鎮
静
剤
と
し
て
の
造
形
性
は

二
の
次
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
古
典
派
シ
ラ
ー
達
の
場
合
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
造
形

性
は
、
む
し
ろ
情
熱
の
鎮
静
剤
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
場
合
は
、
や

は
り
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
こ
そ
備
わ
っ
た
美
点
に
お
い
て
、
そ
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」

を
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
こ
そ
目
を
つ
け
た
点
が
、
正
に
彼
の
高

邁
な
精
神
を
証
し
て
い
ま
す
。



付
録
乙
Ｃ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｍ
ｌ
ｍ
Ｚ
Ｈ
Ｃ
一
く
Ｉ

　
　
　
　
（
平
成
六
年
九
月
二
五
日
、
シ
ラ
ー
研
究
会
、
淀
川
区
民
会
館
。

の
〇
ｎ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｕ

Ｏ
ｓ
ａ
ｋ
ａ
　
ｄ
ｉ
　
　
の

　
要
旨
(
Ｚ
ｕ
ｓ
ａ
ヨ
ヨ
ｅ
ｎ
ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
)
約
八
〇
〇
字

　
古
典
派
シ
ラ
ー
の
文
芸
批
評
は
、
い
わ
ゆ
る
素
朴
詩
人
と
情
感
詩
人
と
の
対
立
を
軸
に
、
前
者

を
造
形
力
に
溢
れ
た
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
、
後
者
を
音
楽
性
豊
か
な
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
代
表
さ
せ
、

／
ｉ
・
ｓ
　
。
一
－
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
丿
　
　
。

ｕ
　
　
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｏ
　
　
　
　
ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
０
ｓ
ｏ
ｒ
ｕ
m
　
　
　
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｉ
　
　
　
　
ｉ
ｎ
　
　
　
　
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
「
乾
い
た
真
実
味
」
の
下
に
、
感
傷
の
時
代
お
よ
び
疾
風
怒
濤
期
を
克
服
し
よ

ｅ
　
Ｘ
Ｘ
Ｖ
　
Ｓ
ｅ
ｐ
ｔ
ｅ
ｍ
ｂ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
　
１
９
９
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
と
し
た
。
同
様
ゲ
ー
テ
の
悩
め
る
ヴ
ェ
ル
テ
ル
に
お
い
て
も
、
言
わ
ば
鎮
静
剤
と
し
て
『
オ
デ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
イ
ア
』
が
多
感
な
沸
き
立
つ
心
情
を
な
だ
め
る
。
い
ず
れ
も
結
局
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
を
『
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
主
』
執
筆
へ
と
駆
り
立
て
た
古
典
の
聖
火
、
つ
ま
り
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
距
離
を
置
き
、
「
自
ら
の
情
熱
を
或
る
鎮
静
の
彼
方
か
ら
観
想
す
る
」
こ
と
に
意
を
注
ぐ
。
か
く

ク
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
と
、
シ
ラ
ー
の
　
　
　
　
し
て
独
文
学
史
上
体
メ
ー
ロ
ス
と
言
え
ば
、
と
か
く
客
観
性
を
帯
び
た
叙
述
の
才
に
焦
点
を
あ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
＼
　
　
し
て
考
察
さ
れ
易
く
な
昨
七
、
『
救
世
主
』
の
宗
放
熱
を
煽
る
「
神
々
し
い
霊
気
の
送
り
」
に
は
縁
遠
・

Ｊ
ぎ
の
×
エ
ｏ
ヨ
ｅ
ｒ
ｏ
　
ｈ
ａ
ｕ
ｓ
ｔ
ｏ
ｓ
”
　
ｅ
ｔ
～
Ｓ
ｃ
ｈ
Ξ
ｅ
ｒ
i
　
。
ｖ
ｅ
ｒ
i
ｔ
ａ
ｓ
　
　
　
　
く
な
る
。
他
方
ロ
ジ
ギ
ノ
ス
の
。
『
崇
高
論
』
証
・
『
～
Ｉ
サ
ア
ス
』
に
猫
有
な
迫
真
の
造
形
性
が
、
ｌ
ｊ

要
旨
（
Ｎ
ｕ
ｓ
a
m
m
e
m
a
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
）

［
二
「
神
々
し
い
霊
気
の
送
り
」
と
迫
真
の
造
形
性

　
(

。

Ｄ
ａ
ｅ
ｉ
ｎ
ｏ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ｉ
ｔ
ｕ
ｓ
”
　
ｅ
ｔ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｓ
　
ｐ
ｌ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｕ
m
）

［
第
4
7
巻
、
横
組
一

［
二
］
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
乾
い
た
真
実
味
」
こ
ぷ
〇
m
e
ｒ
ｉ
　
ｖ
ｅ
ｒ
ｉ
ｔ
ａ
ｓ
　
ｓ
ｉ
ｃ
ｃ
ａ
)

【
三
】
「
ギ
リ
シ
ア
人
達
の
弟
子
」
(
Ｄ
ｉ
ｓ
ｃ
ｉ
ｐ
ｕ
ｌ
ｕ
ｓ
　
Ｇ
ｒ
ａ
ｅ
ｃ
ｏ
ｒ
ｕ
m
）

資
料
（
だ
［
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
ｎ
]

Ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
ｓ
　
　

。

ｉ
ｇ
ｎ
ｅ
ｓ

　
ｅ
ｘ
　
　
Ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｒ
〇
”
｡
　
　
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
　
　
。
ｔ
ｒ
ｏ
ｃ
ｋ
ｅ
ｎ
ｅ

ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｈ
ｎ
ｓ
　

。

Ａ
ｐ
〇
Ｕ
ｏ
ｎ
ｓ
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
'
。

2
6
頁

　
　
　
　
2
6
頁
1
2
5
頁

　
　
　
　
2
4
頁
1
2
3
頁

　
　
　
　
2
3
頁
－
2
2
頁

　
　
　
　
　
　
　
2
1
頁

畑
ｐ
ｒ
り
了
叫
次
催
吋
匹
■

　
　
　
　
1
5
頁
－
2
0
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ー
♂

の
よ
う
に
敬
遠
せ
ず
に
、
こ
の
「
聖
な
る
情
熱
」
を
む
し
ろ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
風
に
、
ギ
リ
シ
ア
本

来
の
も
の
と
看
倣
し
、
こ
れ
に
「
西
欧
風
ユ
ー
ノ
ー
女
神
の
冷
静
さ
」
が
協
力
し
働
ら
く
と
解
す

る
方
が
、
古
典
の
実
相
に
迫
る
と
言
え
る
。
即
ち
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
『
救
世
主
』
で
精
神

高
揚
の
「
高
み
へ
と
落
ち
こ
む
」
と
す
れ
ば
、
他
面
シ
ラ
ー
は
陰
惨
な
『
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』

で
心
魂
の
「
深
み
へ
と
落
ち
こ
む
」
の
で
、
こ
の
双
方
に
平
衡
あ
ら
し
め
る
方
向
に
、
古
典
ギ
リ

シ
ア
の
本
質
を
探
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
論
こ
そ
注
目
に
値
す
る
か
ら
で
あ
る
。

［
二
「
神
々
し
い
霊
気
の
送
り
」
と
迫
真
の
造
形
性

　
　
「
歌
え
、
不
滅
の
魂
よ
／
」
と
『
救
世
主
』
冒
頭
は
始
ま
り
、
以
下
こ
の
作
品
の
最
後
ま
で
韻

律
上
ホ
メ
ー
ロ
ス
以
来
の
六
歩
脚
ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ
ン
で
延
々
と
続
い
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
韻
律
上
の
み
な
ら
ず
、
内
容
上
で
も
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
歌
い

出
し
に
あ
や
か
っ
て
い
る
点
で
す
。
す
な
わ
ち
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
、
「
怒
り
を

　
　
　
　
め
が
み
　
　
　
メ
ー
ニ
ナ
・
エ
イ
デ
テ
ー
ア
ー

歌
え
、
女
神
よ
」
(
M
f
i
ｖ
i
ｖ
　
ａ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
｡
　
§
ｅ
ａ
)
と
始
め
、
第
一
に
詩
歌
の
女
神
ム
ー
サ
に
呼

二
六
　
（
2
6
）
　
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
と
、
シ
ラ
ー
の
「
乾
い
た
真
実
味
」
（
高
橋
）
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