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　Son ami s'est a peine mort soudainement ＆１ａfleur de l'age quand Haller composa 1'≪Ode

imparfaite sur l'Eternite* en 1736. Le poete avait moins de trente ans. ≪Ｌ'をternitetient rami

mort jeune ａ force de bras≫(vers 14-16). Le≪Dieu-Soleil≫(vers 75-76) s'obscurcit sous le

≪Royaume des Ombres≫‥On dirait qｕ'≪un Neant universel boit le domaine entier de l'Stre, 1e

temps et 1'飢ernite a la fois, comme si 1'ｏｃ６ａｎbuvait une goutte d'eau≫(vers 82-84). Haller ne

tient aucune compte du ≪N^ant bienfaisant≫qui temoigne Ｆ≪insouciance infinie≫de Brockes;

c'est ainsi que je n'accorde pas k Stauble d'≪acquerir roptimisme religieux≫sur les vers 75-84

de l'ode. Le poete avait r intention de parfaire 1'≪Ode imparfaite≫/11 voulait chanter aussi

F≪Incarnation de Jesus-Christ≫et les autres choses qui profitent ゑ1a≪Resurrection des Ames≫.
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Mais il ne pouvait pas terminer son travail. Son sucoりsseur,〉Lessingがｅｓt∧d'un cot^§arre七6＆

rtii-chemin dans son poeme de ≪La Religion≫en 1748 et de 1

rhellenisme, Winckelmann qui prechait la rfeurrection durhellenisme, Winckelmann qui prechait la rfeurrection du pays grec des ames. Cet Evangile

nouveau se formule a la fin en la ≪Grece bienheureuse≫(vers 55) oil aussi J§8us-Christ paraissait

une fois ≪etprenant forme humaine / Å1a divine fete il donnait fin√consolateur≫(vers 107-108)

dans≪Pain et ｖin≫(1800-01)de Holderlin. Mais par ailleurs Haller est etranger k la ≪Grece

bienheureuse≫, il ａ en effet condamne ≪１ｅmonde avec les temples, les bocages et les dieux≫

(vers 151-152), parce qu'il 1e tenait pour le produit d'une ≪s面面stitionいrusfe≫(vers･160) dans ses

≪Pensees sur la Raison, 1a Superstition et rirreligionバ1729).

,｡EIN ALLGEMEINES NICHTS　…　WIE Ｄ!;ＲOCEAN“

　一Hallers ,｡Unvollkommne Ode ijber die Ewigkeit:竹7肺） －

Katsumi TAKAHASHI

　Albrecht Haller(1708-1777) war kaum 28 Jahre alt, als er vor dem friihen Tod seines Freundes

erschrak und seine 。Unvollkommne Ode iiber die Ewigkeit" niederschrieb. Die〉Ode entsteht

gerade in dem entscheidenden Augenblick, der den jungen Dichter hohen Ansehens plotzlich in

die Furcht vor dem Tode versetzt. Er gab namlich sein六口6b此:巨ぬ dem Meisterstiick 。Die

Alp en“(1729), das bald 1750 ins Franzosisch iibersetzt wirdﾚund sein。ｖｅｒｓuchSchweizerischer

Gedichte“(l.Aufl. 1732 /2.Aufl. 1734 /3.Aufl. 1743…∧/9.Auflト1762二.. /ll.Aufl. 1777 /12.Aufl.

1828) gipfelt in der zweiten Ausgabe mit dem gedankenlyrischen Riesengedicht von 606 Versen

｡iJber den Ursprung des tjbelが(1734):　。Tauch in die Farben Auroren冷　／　Mahl　mir　die

Landschaft, o dｕ!　aus dessen ewigen Liedern / Der Aare Ufer mir duften und　vor　den

Angesicht prangen, （｡廿ber den Ursprung des 廿bels" I.Buch. V.13ｹﾞetc.) / Der sich die Pfeiler

des Himmels die Alp en die er besungen / Zu Ｅｈｉ･ensaulen〉gemacht.“(Ewald Kleist　。Der

Friihling“ 1749. V.440-444: RUB 54/56) Also enthalt die dｒi叫Ausgabe der Gedichtsammlung

von 1743 die 。Unvollkommne Ode iiber die E蛍i鉢出“(1736), die spater in 。UnvoUkommenes

Gedicht iiber die Ewigkeit “　umbenannt wird. Das Umtiteln entsうricht wohl der erlangten

Distanz, die der achtundzwanzig] ahrige Haller ｖｏｎﾌﾟseinerti∧eigenenErleben der Todesangst

kaum wahren konnte.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　犬

　Die 。Ewigkeit“ bezieht sioh am allerersten auf das　。Schattenreich“　der Toten, das den

lyrischen Gedankengang nuanciert: 。Forchtbares　Meer deｒコernsten Ewigkeit! “（Ｖ.31）｡Uralter

Quell von Welten und von Zeiten!“(V.32)｡Unendlichs Grab〉von Welten und von Zeit.“(V.33)

Diese Vorstellungen stehen im Gegensatz zum 。ewig klaren und spiegelreinen“ Gottesreich, das

aber in Hallers Ode blaB wirkt, wahrend das Totenreich der Schatten mit derti 。allgemeinen

Nichts“ sich auspragt: 。0 GOtt du ... konnten nur in dir die……festen::=Ｋｒ訂tｅﾄsinken/ So wiirde

bald mit aufgesperrtem Schlund / Ein allgemeines Nichts des Wesens ganzes Reich / Die Zeit

und Ewigkeit zugleich / Als wie der Ocean　ein Tropfgen Wasser trinken.“(V.75/V.80-84) Der

kon juktivische Irrealis zeugt von keinem 。errungenen Glaubensoptimismus“ eines Klopstock:
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｡Hier steh ich Erde! … Was sind diese selbst den Engeln / Unzahlbare Welten / Gegen meine

Seele!“（｡DieAllgegenwart Gottes“ 1758. V. 114-120), sondern von　einem bescheidenen Bekenntnis

zum Glaubenszweifel, ０ｂ man aus dem Nichts kommt und ins Nichts geht. Der sensible

Poetalaureatus bringt die deutsche Lehrdichtung in eine neue Lage von Erlebnis und Dichtung,

da nun die bisherige Verordnung der Seinsfrage nicht mehr gilt, wie das didaktische Rezept

des 。Irdischen Vergniigens in Gott“(1721-1748):。Es schwindelte mein Aug', es stockte meine

Seele / Ob der unendlichen, unmaBig-tiefen Hole, / Die, wohl mit Recht, ein　Bild　der

Ewigkeiten heifit,…Mein gantzes Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Nichts, …Allein, o

heilsams Nichts! gliickseliger Verlustト/ AUgegenwart'ger Gott, in Dir fand ich mich wieder.“

　Kurz vor dem Todesjahr 1777 gesteht Haller in der Vorbemerkung zu ｡Uber den Ursprung des

Ubels“:。Jetzt da mir die nahe Ewigkeit alles in einem ernsten Lichte zeigt, finde ich, die

Mittel seien unverantwortlich verschwiegen worden, die Gott zum widerherstellen der Seelen

angewendt hat, die Menschwerdung Christi, sein leiden, die aus der Ewigkeit uns verkiindigte

Wahrheit, sein genugthun fiir unsre Siinden, das uns dem Zutritt zu der Begnadigung eroffnet,

alles　hatte　gesagt　werden　soUen.“　Auch　hier　klingen　die　Todesnahe　und　die　Ewigkeit

zusaminen. Trotz der Herzensangelegenheit des Dichters bleibt die Aufgabe tibrig,die Lichtseite

der Seele zum unaufdringlichen Ausdruck zu bringen, der mit der Verherrlichung Gottes in der

｡Unvollkommnen Ode“ kontrastiert: 。0 GOtt du bist allein des AUes Grund / Du Sonne bist

das MaaR der ungemefinen Zeit / Du bleibst in gleicher Kraft und stetem Mittag stehen / Du

giengest　niemals　auf　und　wirst　nicht　untergehen　/　Ein　einzig　Itzt　in　dir　/　ist lauter

Ewigkeit.“(V.75-79) Sogar　Schillers　。Reich　der　Schatten“(1795) erreicht　keinen　Ausgleich

zwischen dem　。ewig klaren und spiegelreinen“（Ｖ.1）｡Olymp“(V.3卜｡zephyrleichten　Lebens“

（Ｖ.2）ｕnd 。des Erdenlebens / Sohwerem Traumbild “(V.175f.):。Nur dem Ernst, den keine Miihe

bleichet, / Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born, / Nur des Meisels schwerem Schlag

erweichet / Sioh des Marmors sprodes Korn.“(V.107-110)

パラー『永遠についての未完の頌歌』(1736年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋克己

　ハラーの『永遠についての未完の頌歌』(1736年）は、未だ30才に満たぬ詩人が親友の突然の死に驚愕した決

定的瞬間を契機としている。夭折の友は永遠に帰らぬ人となり、この死者の住まう「幽魂の国(Schattenreich)」

の影が詩魂に格別の陰暦を投げかける。「厳粛なる永遠の空恐ろしき海原」（第31句）とか「諸世界と時の無限

の墓場」（第33句）などの相の下に「幽魂の国」は、言わば神の国(Gottesreich)と画然と明暗を織り成し、

詩人の魂は空無と神界との両極を不安に揺れ動く。故に基調は「遍ねき無(Ein allgemeines Nichts)が、

存在の全領域を、時をも永遠をも同時に、あたかも大洋が一滴の水を呑むが如き」（第82句一第84句）の勢いで

あり、当詩想が屈託なき流鴨なブロッケスの場合の様に「良く効く無」へと転調したり、クロプシュトックの

『救世主』を貫くような「信仰の楽観(Glaubensoptimismus)」へと傾斜するとは考え難いのである。

　作者自身の希望としては、更に「キリストの受肉(Menschwerdung Christi)」など「魂の復活

(Wider herstellen der Seelen)」の決め手となる事跡を歌い上げることにより、空無の思想へと呑み込まれ
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ゆく基調を改め、文字通り未完(unvoUkommen)と題

は果せず、結局これは後世への要請となる⊇早速そこで1

に満ちた霊が一人で、かの置の中へと着実な足どりで踏j

リストを歌おうど企てたレだが既にこの敢為も第一歌章6

に終わらざるを得な1い破目となった。　……　‾‥‥‥‥

1す意向であづた。………だが課題

来

　畢竟キリスト像への道は、ハラーに無縁な古典ギリシアの福音i

マンのイ模倣論』(1755年卜で響き始めミこの丁歴史の聖大士を｡=レ

の『イフィゲーニエ』(1787年トそしてシラ･－め=『ギ=リシアの神擲、

の海原(Mee「 der Ewigkeit)」が､：ジラフの場合＼は犬（

Reich)」となるノかぐして空無は正に昔日没落しか古典

テの古典主義に君臨する神界は､＼求める魂の切迫に応えず超然=とｊ

　　　■　　　㎜　　-ﾐ･．ミｋ　ｊ　＿.．_ふJ･一之~~･　S･ゝ-　ﾀ.元.･il●　･･.､･.J･.･..･.ﾐ
ラーが歌い上げた「遍き無」は此所セ不問となり、後世ニデヂセ

を気安く好む趣向］と批判されることに=なるノそこでヘルダヅj

『パンと葡萄酒』（1800年-01年）ダの最高潮で「偉大な=る運命力４

を高唱し､:こめ讃歌燃焼と平衡な:さんと運命の歩みめ只吽

全体の中間休止を形造る沈黙の重鎮となし、正にとの中彰

｡EIN ALLGEMEINES NICHTS … WIE

　― Hallers ＼。UnvollkommneトOde liber

（１）。GOTT" ODER
。ＮＩＣＨＴＳ“‥‥　‥‥万　………こ∧ノ:万ﾚ………I∧ﾉ……:J

ﾄDer Hohepunkt von Hallers二Ode iiber die耳皿政敏t･

zehnten St如皿e｡(V.75-84卜aus, wo尚die kritische……入･i

keit“(V.37ffずつschlieBlich ,,des AUesﾄGrund‘≒:姐血恥h ,

Nichts“(V.82) konfrontiert:　　　　　　　　………＼1=/上∧……I犬上……1=:I

　VI Unendlichkeit! wer misset dich?‥　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ト==………………I=，

Iχ Ich hauffe ungeheureしZahlen…………　………=……………=･=ﾉ……=……ﾔ.･ﾉ……I(=∧j.･==･･

　　Ｇｅｂ面如Ｍ･illionen auf.　　　‥‥‥‥I…………＼ﾚﾉ……=j=･.万゜･･.･j･:･･=1･

　Ich welze Zeitトauf Zeit / und Welt ａＵｆﾄWelt zu耳戻

Und wann ich von der grausen Hohe十

　Mit Schwindeln wieder nach dir sehe

w==w=　--==　●.　　　　　●　W　　　　　　　　　　　　　一一一一　一一

Mit Schwindeln wieder nach dir sehe /
………＼ﾚｿ=］……:=:＼……:

1st ane:Macht der Zahl vermehrt mit tausend………血=ah:

　　Noch nicht ein Theil von dir /　　し　……………:j………………==ﾀﾝｸ二万一万･1=･:.=万｡I

　　Ich zieh･ ･ sie ab und･ＤＵ･ liegst ganzﾚ･ＶＯ（=印池ｹﾞ……………j.･･:j.j･=

χ　　Ｏ GOtt du bist allein des Alles Grund //……万……ﾌﾟ………

ﾚ(1748年)上にて、｢光明

卜などと敢でﾚ救世主キ

4

………超

がまず:ヴｨ.ンケル

トゴ=オ]ン｣二(1766年)､∧ゲーテ

丿ﾑ＼……するﾀﾞとﾉｙうーの寸永遠

y……j･.･.=｢一理･想め国且desIdeales

ごしかしシラーやゲー

がに=過ぎずj･､111従って真摯にハ

(1872年卜=にてて牧歌風現実

∴:･･･････:.･●･●.　　・ ･●●　　･･
とすくる無限の喪失感情を抱き、

iｿﾞなﾉ石ギjリシア｣し(第55句)

j零点キリくスト=像を、作品

湘才し内包さ｡れる:のである。

TAKAHASHI

wahrscheinlich in der

れ=垣叫ﾄdeｒ犬,,Unendlich-

白皿壮〉雨敏＼｡=･allgemeinen

70

75
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Du Sonne bist das MaaB der ungemeBnen Zeit /

Du bleibstin gleicher Kraft und stetem Mittag stehen /

　Du giengest niemals auf und wirst nicht untergehen /

　Ein einzig Itzt in dir / ist lauter Ewigkeit.

Ja / konnten nur in dir die festen Krafte sinken

　So wiirde bald mit aufgesperrtem Schlund

Ein allgemeines Nichts des Wesens ganzes Reich /

　Die Zeit und Ewigkeit zugleich /

　Als wie der Ocean ein Tropfgen Wasser trinken"｡　　犬

　　(｡Unvollkommne Ode iiber die Ewigkeit“ Ｖ.37/Ｖ.67-84)

31

80

Obwohl Stauble in den V.31-74 des dichterischen Gedankens 。Vorstofi“恍ｌｎ den V.75-84

dessen 。Aufschwung“3）ｕnd in den　V.85-116　dessen　。Riickschwung“*' feststellt,　vernach-

lassigt er hier dieses 。allgemeine Nichts“(V.82), so daB dieser hervorragende 。Aufschwung“

gerade vom entspannten 。Gipfel der Gotteserkenntnis“ 5）。in die Hohe fallen“ 6' muB. Konn-

te Haller sich einmal schlechthin auf Staubles 。errungenen Glaubensoptimismus“"verlassen.

so ware die Ode um des friih gestorbenen Freundes willen nicht aus der zerrissenen Seele des

Dichters gequollen:

IT 　Mein Freund ist hin.

　Sein Schatten schwebt mir noch vor dem verwirrten Sinn;

Mich diinkt ich seh sein Bild / und hore seine Worte:

Ihn aber h趾t am ernsten Orte

　Der nichts zuriicke 狙Ｂt

　Die Ewigkeit mit starken Armen ｆｅst8)｡

　　(｡Unvollkommne Ode iiber die Ewigkeit“ V.11-16)

15

Die Ewigkeit, die die selige Seele 。mit starken Armen festhalt“, steht hier nicht auf eigenen

FiiBen, sondern sitzt zwischen zwei Stiihlen:　Leben und Tod, namlich　。Gott“(V.75) und

｡Nichts“(V.82). Die beiden lassen sich kaum gut miteinander vereinbaren. Der seelische

Zwiespalt geht durch die ganze Ode iiber die Ewigkeit durch. Die gespannte Steigerung gipfelt

also in der zehnten Strophe iiber 。Gott“ und　。Nichts“, die　fast keinem　。Glaubensopti-

mismus “ Platz machen kann｡

　In solcher unumganglichen Hochspannung zwischen Gott und Nichts folgt Lessing in

seinem Fragment 。Die Religion “(1749) dem dichterischen Vorlaufer nach:

Sind Wurm und Mensch alsdann gleich hoffnungslos gestreckt?

Bleibt er im Staube Staub? Wird sich ein neues Leben,

Auf einer Allmacht Wink, aus seiner Asche heben? 9）

　（｡DieReligion“ Erster Gesang. V. 52-54)

Der Dichter stelltsich eine entscheidende Frage, ob das menschliche Dasein alles Oder nichts
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ist. Auf ahnliche Weise schwanken auch Goethes Werther und Holderlins Hyperion mitten in

der Angst um die Unbestimmtheit seines eigenen Wesens:… ……:………:･｡:

　　　…und der Schauplatz des unendlichen Lebens °verw血delt∧sichvor mir in den Abgrund

　　　desewig offenen Grabes. Kannst du sagen:Das is眸da alles voriibergeht?…1o）

　　　（｡DieLeiden des jungen Werthers“ 1774. Brief ｖｏ�18.8.1771)

…und kiihn frohlokend drangen auch unsere Geister aufwaﾆrts und durchbrachen die

Schranke, und wie sie sich umsahn, wehe, da war eS∧eineunendliche Leere.…Wenn ich

hinsehe in's Leben, was ist das lezte von allem? Nichts. Wenn ich aufsteige im Geiste,

was ist das Hochste von allem? Nichts. ..."に　　　＞･ン　　ノ.･　　.･.･

　（｡Hyperion“ Bd. 1. 1797. Buch 1. Brief 11）　　　　　　　◇

Haller sieht zwar seinen 。ＧＯＵ“(V.75) als ewige 。Sonne"(V.76) in……｡stetem Mittag“(V.77),

wo kein 。Schatten schwebt “(V.12). Aber hier geht es wahrscheinlich nicht um Kopernikus

heriozentrische Theorie im zehnten Kapitel des ersten Buchs ｖ面。Uber die Kreisbewegungen

der Weltkorper“(1543)12)，ｗｏ die Sonne zum Sinnbild des gottlichen Herrschers erhoben

werde, sondern der Dichter kennt sicher schon sowohl Brunos Gesprach 。Vom Unendlichen,

dem Universum und den Welten“(1584冲' als auch Keplers。Neue Astronomie“(1609)14)deｒ

elliptischen　Bahn. In　der　。Ode　iiber　die　Ewigkeit “　besteh:t　also　Hallers　Gedanke　der

｡Unendlichkeit“ wohl aus den beiden Ellipsenbrennpunkten:ニGotte昨ei(ホund Schattenreich.

Aber die wirklich 。unvollkommne Ｏｄｅ“zeugt nur von einer bruchstiickhaften Ellipsenbahn

des unvollendeten Gedankengangs.　　　　　　　　　ダ　　＼　　‥‥‥‥犬

　(２)。REICH DER ＳＣＨＡＴＴＥＮ″　　　　　　　　　白　　＼=　　　……　　　　　＝

　Jedenfalls gilt bei Haller kein 。heilsams Nichts"(V.19) imﾚAnfang des ersten Teils von

Brockes　,,IrdischemVergnugen in Gott“( 1721ffよ　　　　　　ニ

Es schwindelte mein Aｕg≒es stockte meine Seele

Ob der unendlichen, unmaBig-tiefen Hole,　‥　　　ニ

Die, wohl mit Recht, ein Bild der Ewigkeiten heiBt,

Mein gantzes Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Nichts,

Allein, o heilsams Nichts! gllickseliger Verlust!　コ

AUgegen wart' ger Gott, in Dir fand ich mich wieder""

　（｡Das Firmament “ V.6-8/V.16./V.19-20)　　犬　　ぺ==j=

Eben　dies　。heilsame　Nichts “　entspricht　dem　obenｿﾞerwahnten…………｡errungenen　Glaubens-

optimismus“（（1）7），deｒ aber angesichts des 。allgemeinen Nichts“ in der zehnten Strophe

von ･Hallers Ode nicht mehr wirksam ist. Mitぺseiner〉｡ｕ臨ndlichen Fertigkeit“16）konnte

Brockes leicht eine regenbogenfarbige Briicke ｚｗiりchen。Nichts" ｕnd。,Gott" schlagen und im
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Zeichen dieser spannungslosen Geisteshaltung verstand Haller 。eineZeit, da die Dichtkunst

aus Deutschland sich verlohren hatte""'.

　Dem Dichter der Ode liber die Ewigkeit fehlt wohl nicht nur Brockes beinahe absolutes

Vertrauen auf Gott, sondern auch Klopstocks Glaube an den Sieg der menschlichen Seele:

Hier steh ich Erde!

Was ist mein Leib

Gegen diese selbst den Engeln

Unzahlbare Welten!

Was sind diese selbst den Engeln

Unzahlbare Welten

Gegen meine Seele!17）

工Die AUgegenwart Gottes“ 1758. V.114-120)

115

120

Vielmehr　konnte　Haller　als　Naturwissenschaftler　nicht　umhin, die　unergriindlichen

Geheimnisse der Natur zu bewundern und schlieBlich die Grenzen der Menschheit zu

gestehen:　犬

Ins innre der Natur dringt kein erschaffner Geist,

Zu gliicklich, wann sie noch die auBre Schale weist!18)

　(｡Die Falschheit menschlicher Tugenden “ 1730. V.289-290)･

Diese Verse, die vom bescheidenen Ernst des Naturforschers =zeugen, veranlaBten Goethe zu

dem Schimpfwort: 。0 du Philister! －“19）　　　　　　　　　　　　　　　し

　Diese Emporung liber Hallers Entsagung stammt sicher aus Goethes Wissensdrang, Zll

｡erkennen, was die へA^elt/ Im Innersten zusammenhalt“籾レEinerseits上wagt Haller keinen

Sprung　in　eine　tragische　Verflechtung　mit　dem　,,Innersten“　der　Naturレandererseits

entfremdet sich ihm Goethes moralisierender Sinnspruch 肋ｅｒGott: 。Ihm ziehmt's, die W･elt

im Innern zu bewegen, / Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, / So daB, was in lhm lebt

und webt und ist, / Nie ･Seine Kraft,･nie Seinen Geist ｖeｒｍｉＢtク）lhniiberrascht allerdings

der plotzliche Tod des jungen Freundes ｓｏトseh卜schrecklich, alsハiWiirde bald mit

aufgesperrtem Schlund / Ein allgemeines Nichts des Wesens ganzes Reich / DiQ犬Zeit und

Ewigkeit･zugleich / Als wie der　Ocean ein Tropfgen Wasser trinken“；（Ｖ.81-84:（1）1）｡。So

aber ist die gottliche Kraft iiberall verbreitet und die ewige Liebe iiberall wirksam.“22) .

Diese　Predigt　vom　alten　Verstandesmenschen　lindert　gar　nicht　Hallers　Trauer　und

Schmerzen um den verstorbenen Freund｡

　Hallers Ode verewigt einen entscheidenden Augenblick, wo ihm das Reich der Schatten fur

ewig den teueren Freund entrissen hat. Mit Recht kann er diesmal Werthers Verteidigung

gegen den moralisierenden Verstandesmenschen heranziehen:

Vergebens, da6 der gelassene, verntinftige Mensch den Zustand eines Ungliicklichen

iibersieht,vergebens, daB er ihm zuredet! Ebenso wie ein Gesunder, der am Bette des



34 =し高知大学学術研究報告　第4?巻……(1998年j)〕二日=人゜文科学……=ﾚ………:

　　Kranken:りteht, ihm ｖ血 seinen･ Kraften nicht ﾄd雷]=訟雨反面（毎回loBenﾆkann^='.……

　　(｡DiむﾚLeidenトdes jungen Werthers“ﾀﾞBrie卜vom 12.8宍戸町卜(…………＼ﾉ………:こ………:ｿj/1ﾉ……:ｹ∧＼レダ……………

｡Forchtbares
Meer der ernsten Ewigkeit“(Ｖポ)………oder ,,Unendlichs………:.=,万,･Giこab･･･φ.･6h｡･専心tenund von

Zeit"(V.33㈹nennt Haller
･das alles坤雨h1面面ぬ丿……収h細尚半砿j.ﾚ.臨水j･=･j･=面伍……d:ie･ers･chrockene

Seele des iungen出初iters unterト30 Jahren bedeckt.･………万万一)･レダ＼………]………＼ﾌ∧く1……ﾚｿ･==ﾉﾉ.ﾉｿslj･･･十ぺ:…………………S6e1e des j11りgen― D徊1ters junt6r▽3oごJabreがbed面kt=j―………万サノ―レダ∧………レ………＼ノ1……==.サご=(―ノ.=j―jIIjIII∧ペ:…………………

Hinab ins Meer der Ewigkeit'".

工よ)1eしIdeale“1796.ユ.Str. V,5-8)

BeiしHaller wie hier kontrastiert des 。Lebens g皿d面

fiendenト｡Meer　der　Ewigkeit “ . Diese　Gegens飢加………la

vereinbaren.〉Aber Schiller〉siehtim Griechentu血ﾚdieｿﾞ=

einmal eine bliihende Jugend genoB]und ･alsKetzereiﾌﾟu

Scho励Welt, wo bist du?十Kehreプwieder,…………:………〉ﾉﾉ………=j=ﾄ=1:万;

holdesﾄBliithenalter･deｒ･Natur!　　　　･:　∧

Ach!しnur in dem Feenland der Lieder　　……

lebt noch deine∧goldne Spu戸)･.･……＝..j J..･･.

(｡Die Gotter Griechenlandes “ 土Fas. 1788↓

Das jugendliche Gotterland gehort nun ｚＵｍ。ﾚ脂漏hｹﾞ……:i

Schattenrei〔?h“2町一･dassr〕牡＆ｿﾞSchillerande恥:｡d臨/I

In diesem Schattenreich des一一schonen Ideals………1一一kanrト.=･1

Heiterkeit‘' iibersehen, die in Nietzsches。Gebui

einer idyllischen Wirklicホkeitぺ◇bedeutet･∧Sﾋ

,Naivitat'‘der alteren Griechen“，die nichts and

hervorwachsende Bliitheトder apoUinischen Cｕμ

sich also, schwebt am unbefleckten Himmel大畑

der von Trauer beschatteten Seele, der面如

｡Dichter in〉面ｒ毎即ｒ Zeit叩）･gerade。ａ卵･dem

＝　Seeliges Griechenland!…‥‥　‥‥‥‥‥‥

Wo, woﾆleuchten sie denn, die fernhintreffenden

　　Delphi schlummert und 叩口 tonet das i社司馳＼(

Wo jst:das schnelle?几wo brichts, allgeg

　Donnernd aus heiterer Luft iiber die

4………J･ねgり.nd.:･･mit dem ｒei一

皿ﾉ……二面t＼………血iteinander

如tｅニzuglりich,………weil e5

145

:dむｒSchonheit

,,jene alexandrinische

姐ヶbe(ねerne Lust an

/屈……:der……herrlichen

トdiisteren Abgrunde

^hattenreichしisoliert

ngende Wirklichkeit

lerlin∧als deutscher
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Vater Aether!　　… 33）

（｡Brod und Wein“ 1800-Q1. 4.StrトV.55/V.61-65)

(3几WIDERHERSTELLEN DER SEELEN"

35

65

Mir kommt vor, das sei die edelste von unsern Empfindungen, die Hoffnung, auch dann

zu bleiben, wenn das Schicksal uns zur allgemeinen Nonexistenz zuriickgefiihrt zu haben

sｃｈｅｉｎt34)レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　(Ｇｏｅthe。Zum Shakespeares-Taが1771卜　‥∧　　　　　　　　　　　　＼

!m gedankenlyrischen Hohepunkt durchbricht der deutsche ･Dichter das ideale Schattenreich

und wirft sich der seelischen Heimat ins 。Meer der Ewigkeit“. Denn er konnte wohl an der

unendlichen Fiille des ewigen　Griechentums glauben. Dagegen muBte wohl Schillerﾚmit

Goethes Faust gestehen:　　　　　　　　　　　　　　　∧

Die Botschaft hor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind35）｡

　（｡Faust“I.Teil.1808. 'Nacht' V.765-766)

765

Der einmalige Fall Holderlins　bestatigt　zwar　。einen　metaphysischen　Wunderakt　des

hellenischen 'Willens‘“36).Ａｂｅｒunterwegs zu dieser dichterischen Vollendung sind Schillers

｡Gotter Griechenlandes “(1788/1800)･, Goethes ,,Iphigenie auf Tauris“(1779-87), Lessings

｡Ｌａｏｋｏｏｎ“(1766)und Winckelmanns 。Gedancken iiber dieよNachahmung der Griechischen

Wercke in der Machlerey und Bildhauer-Kunst “(1755):

…Winckelmanns 。Geschichte der Kunst des Altertums“(1764) ist erschienen.Ich wage

keinen Schritt weiter. ohne dieses Werk gelesen zu haben. … und wo so ein Mann die

Fackel der Geschichte vortragt, kann die Spekulation kiihnlichnachtretenグ･尹

　（｡Ｌａｏｋｏｏｎ“Ｋａｐ.ＸＸＶＩ）

Fiir dieses griechische Evangelium hatte Haller noch keinen asthetischen Si皿mindestens in

der Ode iiber die Ewigkeit. AuBerdem h削t er 。dieWelt mit Tempeln und mit Hainen / Und

die mit Gottern“(V.151f). fiirden Sitz des 。schlauen Aberglaube�‘(Ｖ.160)ln 。Gedanken

iiber Vernunft, Aberglauben und Unglauben“(1729)*, weil　ihm　wahrscheinlich　nur　die

verweltlichte Seite der olympischen･ Gotter in einem hぴischen Rokoko-Stil erschien｡

Auch im umfangreichen Lehrgedicht 。Uber den Ursprung des Ubels“(1734) setzte sich

Hallers 。innererRuf“39)vom biirgerlichenGewissen und Ernst noch kein bestimmtes Ziel wie

Holderlins 。seeligesGriechenland“. Deswegen muBte er sich sowohl im Lehrgedicht wie auch

in der Ode iiber die Ewigkeit auf ahnliche Weise verteidigen:

Jetzt da mir die nahe Ewigkeit alles in einem ernsthaften Lichte zeigt, finde ich, die

Mittel seien unverantwortlich verschwiegen wordenレdie Gotレzum widerherstellen der



36

igkeit uns

tt］zu der

叫6………ﾚi切丿面……Ｌりbens-Art lasst

L佞……ich一一.Jjりmahlsｿﾞ函（ﾚgehorige

ugen･･macher!，

mnter Seel血1?……fii･hren zum

der Seelφ,＼……d如……:von　der

Christi, ... alles

Christusbild im

Reich二.. wie der

くｅ血………solches bei

Goethe und Schiller fiねde�Vielleichtﾆnirgends∧如二Ｊ'面st" und im:T………;,:･･Reich･.d9･x7･.･I.･Scha･tten“.

Denn uns befriedigt kaum ein Deus ex mac図姐wie………=:,,das E万考ig-Wf

zephyrleichte Leben im Oiymp43).ニWas aber dasﾚ印ei雨前仏朕＼ｹ≠㈲㈱ｎ………dem jenseitigen

Gottesreich und dem 紬≠tigen Schattenreich halt,………ｗ卵毎j/如面（恥面1面ﾚ＼･einmal si面己ｎ:

　　Wodurch dem Himmeトtreu allein ein Geist…………佃11……Licht]ﾉ∧1°･:y……=…………:…………:　　上　　＼

　In jむne Dunkelheitトmit sichern Schrittenｹbrieﾎﾟt｡……ダjｿﾞﾚﾀﾞ=ﾉｹ=･＼ﾉ………ﾚ……:，j=万………ﾚﾚ……………＼………………………j……………

　　Die nach der grausen Gruft, in unerschaffnen Zeitenレ〈ﾚｿﾞ………＼=ﾚ〉):ﾉ……:＼＼……＼………=　:　:　Ij　　15

Auf unsre Seelen harrt, die

Dies sei mein riihrend Lied!J

（｡Die Religion “ Erster Gesang. ｙ.:13-17)

Der Ａ�bruch tut so einen StoB in die himmlische

　Trotz des beginnenden Aufschwungsしsprechen収

ziemlich stockend　　　　　ニ　　‥‥‥‥‥‥‥万‥ｹ＼::I

Nimmt mich, ans Pult geheft, der ewige Gesanぽ;こ

Durch den der deutsche Ton zuerst in ､Himmel

面面士desﾚersten Gesangs

In Himmel .レfrommer〉Wahn!:∧.. Gott .. Gei乱面………L.いし:611

Vielleicht ein leererしTon, denﾄDichter k･Uh（ﾚ加:heben!ﾚ

Nimmt mich一dies neue Liedし.レzu sch5n ｕ�wahr∧血二

Erschiittert nicht 畑lehrtレmit heir gem Schauer二かi批＼

Was wiinscht der i皿皿e Schalk, £･rhitztnach千行emder

295

300
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Und lacherlich erhitzt? .. Wann ich der Dichter ware!45j

　（｡DieReligion“ Erster Gesang. V.295-302)

37

Lessings　。Religion“　blieb　ein Bruchstiick wie　Hallers　。unvollkommne　ode“. Jedenfalls

gesteht Lessing ganz offen in seiner 。Hamburgischen Dramaturgie“ den 19. April 1768: 。Ich

bin weder Schauspieler ｎｏむhDichter. ... Ich fiihle die lebendige Quelle nicht in mir, die

durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in sと）reichen, so frischen, so

reinen　Strahlen　aufschieBt:　ich　muB　alles　durch　Druckwerk　und　Rohren　aus　mir

heraufpressen. Ich wiirde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaBen

gelernt hatte, fremde Schatze bescheiden zu borgen, an fremdem Feuer mich zu warmen und

durch die Glaser der Kunst mein Auge zu starken.“46）

　Gerade diese ｡lebendige Quelle“ fehlte auch dem Dichter der Ode iiber die Ewigkeit, als er

zusatzlich die Menschwerdung Christi usw. singen wollte. Die dichterische Quelle war schon

versiegt,weil seine Ode, wie oben gesagt, von dem entscheidenden Augenblick belebt ist, wo

der junge Freund plotzlich starb. Das unendliche Gefiihl der Verlorenheit, das auch den

Weimarern fehlt, miiBte in der zerrissenen Seele fortwahrend bestehen, konnte der Dichter

die Menschwerdung Christi im echt 。deutschen Ｔｏｎ“singen, wie Holderlin es endlich im

SchluB des 。seeligen Griechenlandes “((2) 33) getan ｈａt:　　　ト

Warum zeichnet, wie sonst, die Stirne des Mannes ein Gott nicht,

　Driikt den Stempel, wie sonst, nicht dem Getroffenen:ａｕf?

Oder er kam auch selbst und nahm des Menschen Gestalt an

　Und vollendet' und schloB trostend das himmlische FeSt47）｡

　（｡Brodund Wein“ 6.Str. V.105-108)

105

Holderlins tief verschwiegener Christus tritt als dichterische Zasur in den gliihenden Gang

des 。tonenden　Geschiks“(V.62) ein und　erreicht　den　absoluten Nullpunkt　zwischen　dem

heiteren Gottesreich des ｡seeligen Griechenlandeが(V.55) und dem nuancenreichen Schattenreich

der 。Dichter in diirftiger Zeit“(V.122), urn selber als 。ein allgemeines Nichts … die Zeit

und Ewigkeit zugleich …zu trinken“48)
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臨:ﾚ占eLeuchte der Welt,

丘谷ｎ猷ﾄｓieﾚden sichtbaren

:･1=h｡deｒ∧Tat die･ Sonne,

jbeweeunsren∧der Welt-

ｊ柏血pl:ｏ万垣mpadem hunc

minare?ﾌﾞSiquidem non

Trimegistus visibilem

a……iれ……回り116regali Sol

にdes〕II. ｡Bandes　der

丿｡……Plinius nat. hist.
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　　114…medius Sol fertur. Cicero somn. Scip. 17: mediam fere regionem Sol obtin･et.(S.441

∧/S.442)…T o turn　s i m u 1 illuminare. Cicero, somn. Scip. 17: ut cuncta sua luce

　　lustret et compleat..一Platon Timaeus 39B …Platon, res publ. VI 508A… Lucernam

　　ｍ ｕ n d i: Genes.↑14.16: Luminare maius√― Psalm 135.7: qui fecit luminaria magna,

　　Solem in potestatem diei. - Platon Timaeus 39B ･‥ＨｅｒｍｅｓTrisineg.(Stob. excいXXIV Ｉ:

　　Corpvs Hermeticvm 1946/1954.4.52) ･･･Plinius, nat. hist. 11,5 ･‥Ａｌi i　m e n t e ni(mundi):

ニCicero, somn. Scip. 17: Deinde subter mediam fere regionerti Sol obtinet, dux et princeps

　　et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. cfr. ibidem 15: ･･･divinis

　animatae mentibus…Plinius.nat. hist. II 4･‥Ｈｕｎｃ（Ｓｏｌｅｍ）ｅＳＳｅmundi totius animum ac

　　planius mentem 一 Censorinus, de die natali∧8,3: ltaque eum （Ｓｏｌｅｍ）…animam…

　　Hermes Trismeぽistus　docet (Stob.　exc.　XXI 2:　Corpvs　Hermeticvm 3.90)…　Alii

　＜ｒｅｃtｏｒｅｍ（ｍｕndi）:Empedocles Lunam spectantem ad rectoris sacrum circulum facit

　　巾iels-Kranz 1 331,15) ･･･Hermes Trismeg. (Hermetioa V 3:Corpvs Hermeticvm. 1.61)…

　　Hermes Trismeg. (Stob. exc.χXIV I: Corpvs Hermeticvm 4.52)･･･ Plutarch. Platonicae

quaest. VIII 4 ･･■Cicero somn. Scip. 17 ･･･ Vide Macrobius in somn. Soip. I 20，1-8 et l

　　19,15. - Plinius, nat. hist.II 4: Eorum medius SOト…caelique rector. ･･･ Trismegis-

　　tu s visibilem deu ｍ：Hermetica χVI ６ … Sol est deus visibilis aqud Platonem, res

　　publ. VI 508 A; leg. 821C. Apud Ciceronem, somn. Scip. 9,･･･sumrae Sol ‥･Idem de nat.

尚　deorum 12， 13, 15 diciレab Alcmaeo Crotonensi, Xenocrate, Soorate, Chrysippo Solera

　　vocari deum. ― Augustinus, Tract. 34 in Ioann. post init.:Manichaei solem istum carneis

尚oculis visibilem …Christum Dominuni esse putaverunt. 一犬ｖide:Macrobius in somnium

　　Scipionis l 20,1-8, praesertim l 20，I…A poetis Medii Aevi Christus vocatur Sol, ｖｅｒリS

　　Sol, in hymnis liturgicis ecclesiae Romae Ｓ６１Iustitiae, Sol Salutis nuncupatur. Velut

　　tempore quadragesimali hie hymnus ad Laudes recitatur: (S.442/S.443卜O Sol Salutis,

　　intimis, Jesu ･･･ Sophoclis E 1 e c t r a i n t u ｅ･n tｅｍ ｏｍ ｎｉａ: vers.174. 175:…

　　vers.823-826 ･･･Plinius nat. hist. II 5 …Homer. Ilias Ill 277 ･‥cf. Odyss.χI 109 -In so-

　　110 r e g a 1 i residens ･･･gu b e r n a t　astrorum familiam:Hermes Trismeg.

　　(Stob. exc.χχIV I: Corpvs Hermeticvm 4.52)…Hermetica ｖ/3（ＣｏｒｐｖｓHermeticvm 1.61)

　　…Proclus in Timae. 264C…308E…In Scriptura Sacra legis: ２ Par. 23, 20: ･‥in Ｓ０１１０

　　regali: Sap. 18,15:…ａ regalibus sedibus ‘･･ Plinius, nat. hist. II 4: ‥･･Sol ･‥･rector ･…

　Hunc principale naturae regimen ac numen credere decet opera eius aestimantes.

13)Bruno, Giordano: De l'infinito, Universo, et mondi, London. 1584.　　　　　1

14)Kepler, Johannes: Astronomia Nova. Prag. 1609.　　　　　　　　　　　　　　ご

(2)。REICH DER SCHATTEN'　　　　　　　　　　　　　　　　　｡　　　　　　　　　‥‥‥‥

　15)Brookes, Barthold Heinrich。Auszug der vornehmsten Gedichte aus dem Irdischen Ver-

　gnugen in Gott“(1738) Stuttgart. 1965. S.477.

　16)Haller 。Tagebuch seiner Beobaohtungen iiber Schriftsteller und 面ｅｒsich selbst“(Bern.

　Haller. 1787) Frankfurt am Main. Athenaum. 1971. Teil 2. S.119.

　　…Hagedorn ist in eben dem Jahre, aber sechs Monate fruher als ich, gebohren.　Beyde

　　　kamen wir in eine Zeit, da die Dichtkunst aus Deutschland sich verlohren hatte.…

　　　Brockes…er iiberlies sich aber allzusehr der μnendilichen Fertigkeit, mit welcher ihm die
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　　Reime aus der Feder giengen. ■･･　　上　犬∧]:ｹ:……:∧………1…………::ｹ……＼く:ﾚﾚ…………∧:………ｹｹ]=＼'……………∧………………

　17)Klopstock, Friedrich Gottlieb; Ausg乱仙叫……叩面緬√皿尚尚ら丿ご士

　･a⌒ゝ==･99　　/9　7● ・ ，･ff//･χ入ぺ．八r7 1　　　．．．　･･･．・･　．犬･.･:・,.･　･ﾄ･ﾍﾟﾍﾟ………:……………………l………:･:･.句:･.･･.･‥‥‥‥
18)Haller 。Gedichte“((1)2)=S.74.‥‥　‥‥‥‥‥‥万………

19) Goethe。AUerd血前ΛDem Physiker“(1820)……:l;7

　　｡Ins innre der Natur 一“＼　　ノ∧　十　　＼=,.

　　O dｕ･ Philister! 一　二　　　　　　‥‥‥　‥‥‥‥:∧ﾚ

　　｡Dringt……kei･n erschaffner Geist.“　　　　……ｿﾞﾀﾞ

20) Goethe 。Urfausに(1773-75)V.24/V.29f.:ＨＡ゛ﾑち(

Drum habふ3h mich der Magie ergeben,

　＼DaB ich erkenne,しwas die Ｗｅ!t　　犬　…………I::………＼;…………:ﾚ.:I2=,lil=jj

　　Im Innersten zusammenhalt,･･.･･.・・　　　　..･:………:∧ﾉ＼∧……l===1:

21) Goethe｡Prooemion ｙＬ〉1816. V.3-6:ＨＡ.〉Bld①)ﾚS乙部ﾌﾚ………

22)GoethesヶGesprach mit Eりkermann vom 29.5.18町:ｿ………G･

1948. S.502レ　　　　　　　上∧　尚‥‥‥　‥‥＼………1=……:=………∧…………J，

23)Goethe:HA. Bd.6. S.48."Wj--W7■㎜ww¶====- ･-･-＝--　■　　　　　　　　・

24)Hallerト｡UnvoUk・ｍ血ne Ode iiber die Ewigk緋トﾘｿﾞ

Interpretationen‘t((1)1)SL68‥‥‥‥‥‥　　　　‥‥‥

25) Schiller:Weimarer Nationalausgabe (=N

S.234,　　　　▽　　　　∧　　＼　ト　　　　ｊ

Vgl. Haller 。Gedanken uber Vernunft, Aberglauben un皿工

｡Gedichte" (ｲ1)2) S.57ト……………………∧ﾉｿ･ﾉﾉy……ﾉ……=∧＞ﾉﾉ……::=･:.･j=.･:･.･

　Wie G:ｏttしdieﾚBwigkeit erst einsam durchgedacht:;………＼1……j･.j=･=･:j･,.:j｀.

　Wie dφnken ｇｒｓいDegann und Wesen fremd皿白Ａ瞎ｿ|:1……………=･ﾉ………日=゛:..J.･..･

　Der Seele Werkzeuはsind;:wie sioh die weiteね……=j･Kreiseｹﾞﾚ

Der anfangslosen Daur gehe皿mt: in

Und ewig ward zur Zeit;und wie ih

　Im Meer dむｒBwigkeit sich

26)Schiller: NA. Bd.l. S.194.

27) Schiller｡Das Reich der Schatten “ (spaterﾚj……;･ib･4

Str.V.4O: NA. Bd. 1. S.248……………　:　‥‥‥‥‥(ﾉ……ﾚごﾚ=::::万IJ=:J

28)Schiller。Das Ideal und das Leben"(1804) 3.S栓ﾝﾚj

29) Nietzsche: Kritische Gesamta臨面beレBerlin.………Gri

30)Nietzsche: op. cit. s.iiK:Ｋ卯じi7)……＝　ﾉ…………,=◇ﾚ]……∇ﾉ……

31)H6lderlin 。Ｂｒodｕnd:Wein“ 7｡Str. V.122トStＡﾄ……Bd②

32) Nietzsche: op. cit. S.17レｊ　　　＼　　　‥‥‥=＼＼ｹｹﾞヶ………万=:=:１=：ｙｌ=

　　ＤＩＥ=／／ＧＥＢＵＲＴ〉ＤＥＲＴＲＡＧＯＤＩＥノＡＵＳ……ＤＥＭ=………／:Iに(

　　1872.　　　　　　　　　　　ニ　　□　　　　　T…………1:…………＞1……:::=,゜

33) Holder lin: StA. Bd.2.S.9!(V.55･56)/S.92(V.57ff.)……ヶ………jjl!

(3)｡WIDERHERSTELLEN口ＥＲ∧SEELEN･゛

　………　　　　　30

Arte血iｓいBd.24.

Gedichte und

………Bd･.1. 1943.

,313/V。318-322:

320

“1804):1795. 4.

1………1983. S.397

工万1972. S.121(Kap.l9)

･･･LEIPZIG.…
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30

34)Goethe: HA. Bd.l2. S.224.

35)Goethe: HA. Bd.3. S.31.

　ｖｇトSchiller 。Sehnsucht“(1802) 4.Str. V.29-32:NA. Bd.2. Teil 1. S.197

　Du muBt glauben, du mufit wagen,

　　Denn die Gotter leihn kein Pfand,

　Nur ein Wunder kann dich tragen

　　In das schone Wunderland.

36)Nietzsche: op. cit. S.21(Kap.l).　　　　　　　.･

Vgl. Gundolf, Friedrich　。Holderlins Archipelagus “(1911):　Holderlin. Beitrage zu seinem

Verstandnis in unserm Jahrhundert. Hrsg. Ｖ. Kelletat, Alfred. Tubingen 1961. S. 7.

　　Die griechische Landschaft lebt im Faust nicht durch sich selbst, sie wird beseelt durch

　　die Gestalten, deren Tummelj〕latz sie ist, freilich ein Tummelplatzレwie ihn nur das

　　eindringendste, raumschaffende, man mochte sagen stereoskopische Bildnerauge schauen

　　konnte: mit allem Bezeichnenden der Umrisse und Details, aber mit der liebevoUen

　　Unbarmherzigkeit eines fremden Beobachters ■･･dieswar nicht Goethes innere Landschaft.

　　Fur Schiller war Hellas mehr eine Gesinnung und Haltung, ja eine Weltanschauung. als

　　ein Komplex sinnlicher Erscheinungen und Geschehnisse. Nun kommt Holderlin und

　　durchdringt Hellas mit seinem ganzen leidenschaftlichen Herzen. ergreift es mit alien

　　Organen, durch die er sich lebendig fuhlte.

37)Lessing: Werke((l)9). Teil 4. S.409.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　こ

38)Haller 。Gedichte“((1)2) S.50.　　　　　　＼　　　　　　/

　Vgl. Goethe　。Faust“V. 4273-4(Orth doｘ:)/V. 6972-4(Mephistopheles:)/V. 10030-5(Ein　dritter

　Teil des Ｃｈｏｒｓ:):HA.Bd.3. S.133/S.213f./S.303.

　　So wie die G5tter Griechenlands,　　　　　　　　　丿

So ist auch er ein Teufel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

Das Griechenvolk, es taugte nie recht viel!

Doch blendet's euch mit freiem Sinnenspiel,

Verlockt des Menschen Brust zu heitern Siinden;

Und nun gellt ins Ohr der Zimbeln mit der Becken Erzgetone,

Denn es hat sich Dionysos aus Mysterien enthiillt;　　　　　　　ぺ

Kommt hervor mit Ziegenfiifilern, schwenkend Ziegenf uBlerinnen,

Und dazwischen schreit unbandig grell Silenus' ohrig Tier　　犬

Nichts geschont! Gespaltne Klauen treten alle Sitte nieder.

AUe Sinne wirbeln taumlich, graBlich iibertaubt das Ohr.･　　　　■

4274

6972

10030

10035

S.133
-
S.213

S.213
-
S.214

S.214
-
S.303

39)Haller 。tJber den Ursprung des tJbels“III.Buch. V.161-164: 。Gedichte“((1)2) S.139(V.161-

162)/S.140(V.163ffよ　　　　　　　　　　　　　　‥

O selig jene Schaar, die, von der Welt verachtet,

Der Dinge wahren Werth und nicht den Wahn betrachtet,

Und, treu dem innren Ruf, der sie zum Heile schreckt,

Sich ihre Pflichtzum Ziel von alien Thaten steckt!

161

164

S.139
-
S.140
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　40)HallGr
。Gedichte“((1)2)

S.118.　　………ﾉ＼＼〕･:一之1,ｹい=＼……く………ｹﾞ万……=]ﾚﾉﾚ･に｡=j万………1………∧…………ﾚ:………＜………

41)Haller

。Gedichte･4で=(①2)
S.246∧＼▽　………ﾚく……＼:ﾄ=ﾉ.I………ﾉ………jj……………1…………T･::＼j………………ｿﾞｿ……I･＼ぐ=lｽ:j……=宍……万…………=j万==

　42) Goethe二, Faust“ V.12104-12111(CHORUS MYSTICU剛言打Å=ﾑ………:亘㈲ﾄﾚS=田分＼…………

AUes Vergangliche

1st nur ein Gleichnis;

Das Unzulangliche,

Hier wird's Ereignis;

Das Unbeschreibliche,

Hier ist'かgetan;

Das Ewig-Weibliche。

　　Zieht｡uns hinan.　..　ダ　　　　．．　　一二□…………=……j……=:･.;j:･=･lf.･.･

43) Schiller ,ぶas Reich der Schatten" l.Str. V.1-6☆Ｎ力

　　~~　●　－－・　　　¶　　●　　吋　･●一一　・¶･１・　・．　･．･･ ．･･・：Ewig klar und spiegelrein und eben

FlieBtヶ.da･ｓ｡zephyrleichte:･Ｌ付沁ｎ＼

Im Olymp den Seligen dahin☆∧

Monde wechseln und､Geschlechter fliehen√…………=:……11

Ihrer Gotterjugend Rosen bliihen

　　Wandellos im ewigen Ruin,

44)Lessing:町erke((l)9). Teil IンS,189し

　Vgl. Goethes kindlich 。Poetische Gedanker

nach einer ka!vinischen Vorstellung：HA. Bd

Des Menschen犬Sohnヶsteigt i陽 Triumphe∧＼……1………∧j……万1==

Hinab zum schwarzen耳oUen-Sumpfe………ﾚ……ト……∧＼…………J……:,11J=

Und zeigt dort Seine Herrlichkり1t，　：……∧=ﾉ……I………Iy＼ｹﾞﾉﾍｹ＼/j=j万

"Dip Hfillfi kflnn dfin G柚TIZ nioht traeen.……………=T……=‥………1…………:ﾌ………1:1　　Die HoUe kann den Glanz nioht tragen,

　　Seitihren･ ersten Schopfungstagenト.・

　　･Beherrschte･sie d･ie Dunkelheit.　ト∇

45)Lessing:Werke((l)9). Teil 1. S.195.

46)Lessing: Werke((l)9)ﾚ. Teil 5. S.407………

47)H6lderlin:StＡ／Bd.2.S.93‥‥‥‥‥　ニ

48)Takahashi, Katsu皿i:　Hellas∧und　Hesperi

(Forschungsberichte der Universitat K6chi fij

Geisteswissenschaften. Sユ3-72/S｡1-72/Sよ66). V

　　　Der christliche Gott, de:r nun Himmel unc

　　geschaffen (creatio ex nihilo) h･at, gilt als

　　selbst, die　ｚｕｒ∧ｖo11にdung……de!

Sokratischen　。Erkenntnis　deｒ］Ｕｎ･wissenheit?……………::Wl

Wahrheit der Offenbarung die vorher regierenden G

　　　　　　　　　　　・　ｊ＝　　Ｊ　　　㎜　　九-･ ● ■■■■■　■　■■■■㎜
dｅ耳１Untergang preis. Als aber das Christentumト

weltlichen Macht gelangte, indem es die
　　　　　　　　　　　　　　　　W■■　W　　　　　　　　　　　　　■　　■■■

der weltlichen Hierarむhie ideologisch d面白Riicken s1

neuen 。spiegelreinen Wahrheit“〉in derﾄＧｅ緋μtにj,う卜

12105

12110

５

Christiじ(um 1765)

55

ligesﾐGriechenland“

1986………ｖｏ!j

Jen Druck.………

皿勁hischem Urgrund

iegelreinen Wahrheit“

ogisierungト＼ふeit　der

･gab:die christliche

s damonische Gotzen

iｅ=､耳o!igionzur

und gleichzeitig

･,∧d10 dann
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spater diesen feudalen Gedankenkonformismus zerschlug･　　　　　　　/　　　▽

　Von den 。furchtbar herrlichen“ Erkenntnissen seit dem Ausgang des Mittelalters (67/66)

sind fiir　。Brod und Wein“　wohl vor allem die in Spinozas 。Ethica“ und in Kants

kritischer　Philosophie　von　Belang. Beide　Philosopher!　postulieren　eine　。absolute

Zerrissenheit“ zwischen dem　Endliohen　und　dem　Unendlichen, zwischen　denen　kein

｡metaphysischer ＴｒｏＳt“，kein Regenbogen der Hoffnung wie ein 。deus ex machina“

vermitteln kann. Anstatt dieses 。Gottes eines Apostels “ bricht 。der unmittelbare Gott“ in

der Gestalt der 。natura naturans “ oder des 。kategorischen Imperativs “ in 。die:tiefste

Innigkeit“ der 。absoluten Zerrissenheit“ ｕndトder restlosen Vereinigung von Gott und

Mensch zugleich ｗiむ/。das groBe Geschik“ 。aus heiterer Luft iiber die Augen herein“｡十

　Derjenige, der in 。Brod und Wein “ dieses 。himmlische Fest“ der Tragodie 。voUendet'

und schloB“(V.108), erscheint nur als　。ｅｒ“（ｖj07）トDiesist wohl　eine　provisorische

Beziehung fiir solch 。einen Gott“（Ｖ.105）deｒ 。schroklichfeierlichen“ Tragodie, wie z.B.

ApoUon oder Dionysos, aber ira Kontext ｡Oder er kam auch selbst…バ（Ｖ.107）ＶｏｍInhalt

her　im　Verborgenen　zugleich　auch　Christus. Im　Gegensatz　zum　vorhergehenden

｡unmittelbaren Gott“ des tragischen Festspielraums, der wie gluhende Sonne ｡aus heiterer

Luft“（Ｖ.64）。denStempel dem Getroffenen aufdriikt“(V.106), steht 。er selbst“ wie klarer

Mondschein in der Abenddammerung, der in dieser Zwitterzeit　。des Tags Ende ver-

kundet'“(V.130). Wenn　。er selbst“ als　。spiegelreine　Wahrheit “　in　seinen　。 schrok-

liohfeierlichen Formen “ vergegenwartigt werden konnte, wiirde vor dem Angesicht des

｡unmittelbaren Gottes“ das Weltall in Nichts zerfallen.

　＜So wird es klar, daB 。sich die spiegelreine Wahrheit selbst verbirgt“ und ‥die Liebe

Christi, in der 。spiegelreinen Wahrheit “ des Mondscheins 。verborgenwirkend “ das Weltall

nicht etwa in Nichts auflost, sondern es ganz im Genenteil groBmiitig umfangt, urn es aus

dem Nichts zu befreien (creatio ex nihilo). tJberdies ersoheint Christus als ，ぶtillerGenius “

(V.129) im himmlischen Feiertag der 。schroklichfeierlichen“ Tragodie, um Hellas und

Hesperien　zum　Zwiegesprach　einzuladen丿und　。vollendet' und　schloB　trostendへdas

himmlische Fest“（Ｖ.108）。,so daB in diesem Moment, in dieser hochsten Feindseeligkeit

die hochste Versohnung wirklich zu seyn scheint“. Mit diesem 。Schein“ vom 。Gott der

Mythe“ erfiilltHolder lin 。das verfeinerte Christentum “，wobei er nicht nur 。die strengste

Separation “ Schillers aufrecht erhalt, sondern auch zu dem Ziel gelangt。, so gleiohsam

von innen heraus und auf eine皿rationalen Wege ein Griechenland zu gebahren“｡

(Manuscriptum receptum 1.9.1998)

(Editum pronuntiatum ･25.12.1998)
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Hiroshima, den 5.しNovember 1988ﾙ=＼ﾉﾉﾍﾆj………ﾄ=:…………ﾄ…………I……j……∧く……KatsumiTAKAHASHI

(DHaller,･．ÅIbrechtd･708-77) als Dichter(!725二36･).･,j,1万.=1.･Vgl.………]

GeHimingen, Marz　1772 ‘7:　Deutsche∧N

S.159-S.161.･･.･.　　　　　　　　　　　･･･・＝

aber es schien mir 匹詫懸胎桓T,_keine

einem ｕれaufhorlichenKopfwehe･回向TWO嶮江

ernsthafte Geschaftむgeben keiりｅｎでStoffher, der

vielmehrﾚdie Gedanken in△eine Strenge und 垣，

dampfteレ…Die Verse wurden mirﾄschwer, icl

zehn Zeilen aufzusetzen;ヤBis ｡ins Jahr･11736｡皿巨･］

auszuarb･eiten√nach: d1･eser･Zeit abeｒgriff･1Chし

entwederｿein dringender･ Affekt白白in Vergn題鴎ﾉ抑が恥=

Gedicht von mir forderte.グ･　　　　ノ　　　ダ＞ﾉ………=jﾚ……iｸ1°lj::

(2)Hall､er 。Elementa ph:ysiologiae corporis humani]ぺり;=

(゛ｖａｌｅｎtin二Haller und d16 Medizin(1877) S.63f………………;…………=……………万

Hallers GroBe beruht vielmehr darauf√daB……･ザフ卵……゜万’

verbunden und die vorhandenen Liicken durch∧eigen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　_＿_＿＿__

ｖｏｎトihm aus denしbisher f比包mentarischニzerstreul
　　　　　一一　---一一一一--------------------一一一一一一一一一一一一一一

gefugter Bau geschaffen worden. ･･■ die ganze mode

Haller aufgerichterダhat.‥‥‥‥‥:　　‥　‥‥‥‥J………∧………ﾄ1………

(3)Hal�。ijber d6｢!りrsprりng｣｣es Ubels"(1734)〕

　Dieses Gedicht habe ich allemal mit einer vor

die ich daran gewandt und die uber ein Jahr

　jetzレist es mir nicht mehr moglich, ein ohr

　umzugieBen.　　　　レ　　　　　　　　　　　　　∧○∧ｿﾞﾚyﾚﾌﾟ1=j:::::11

(4)。Uber den UrsprりｎりdesトＵｂｅ↑ｓ″：＼ＤＮＬ．Ｂｄポレ3訴飢ソ

(5)。Versuch Schweizerischer G｡edichte" ＼

　工Aufl. 1732: 。Die Alpen"(1729)十

　　　　　　　　　｡Gedanken iiberヶVernunft,

2.Aufl

3.Aufl

1734: 。ijber den Ursprung des Ut〕91が‘=

!742: 。Trauer-Ode‘べ1736)士　　　犬　＼

皿)し==ヶ｡Brief an Bberhard

Bd.41よト2･.Abtトum 1885.

1佃………Ver｡ｓｅ=ｚｕ.･machen, als

)ｹﾞ:･ﾉ･;･;………Ａ･nato耳1屈尚Botanik･，

.一一　.---.---一一-------一一一

lweben lieB,トｓiぴbrachten

（ｿ=心

血ﾚｿﾞ七

……:加顛ｎ……vor,::einen Begriff

/心;………(S.160/S.161) wenn

√ﾄOder eine Pflicht ein

翌谷

:ausgefuUtヶhat. So ist

einheitlicher, fast

auf den Pfeilen, die

Bdﾋﾟ41. 2,Abt……S.86.

en.…くDie lange Muhe,

ざﾚｽ毎eine………Liebe,…und

729)

Werk
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　　　　　　　｡UnvoUkominenes Gedicht iiber die Ewigkeit “(1736)

　　゜Kant 。Kritik der reinen Vernunft “(l.Aufl. 1781) S.613.

　　　　Selbst die Ewigkeit, so schauderhaft erhaben sie auch ein Haller schildern mag,

　　　　macht lange den schwindelichsten Eindruck auf das Gemiith; denn sie miBt nur die

　　　　Dauer der Dinge, aber tragt sie nichtバAkademie-Textausgabe. Bd.3. S.409: 2.Aufl.

　　　　S.641)

　　゜゜Hegel 。Wissenschaft der Logik “(1812)

　　　　　　　｡Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften “(1830) I. Teil: Werke (Suhr-

　　　　　　　　kamp) Bd.8. S.220.

　　　　Wir finden z.B. bei Haller eine beriihmte Beschreibun　der Unendlichkeit Gottes。
　　　　　　　　　　　　　　-

　　　　worin es heiBt: Ich haufe ungeheure Zahlen,…

4.Aufl. 1748:　十neue ６ Gelegenheitsgediohte; Beginn der Vorbemerkungen.

5.Aufl. 1749: Inhalt fast wie 4.Aufl.

6.Aufl, 1751:十ein Gelegenheitsgedicht.

7.Aufl. 1751: Inhalt wie 6.Aufl.

8.Aufl. 1753: Inhalt wie 6.Aufl.

9.Aufl. 1762: Inhalt fast wie 6.Aufl.

lO.Aufl. 1768:十neue ４ Gelegenheitsgedichte.

ll.Aufl. 1777: Inhalt fast wie lO.Aufl.

12.Aufl. 1828: Erste kritische Ausgabe.

゜Klopstock(1724-1803)。Der Messias'‘(1748-73/1780/1799)

　I.-III.Gesang　1748:。Bremer Beitragen“

　I.-V.　　　　　1751: Halle-Ausgabe.

　I,-X.　　　　　1755: Kopenhagener Ausgabe. (Halle-Ausgabe 1756/1760)

　XI.-XV.　　　　1768: Kopenhagener Ausgabe. (Halle-Ausgabe 1769)

　χVI.-χχ.　　1773: Halle-Ausgabe.

　I.-χχ.　　　　1780:Altonaer Ausgabe.

　I.-χχ.　　　　1799:Goschenausgabe.

(6)Goethe 。Dichtung und Wahrheit" I.Teil. 2.Buch: Hamburger Ausgabe. Bd.9. S.80

　…mein Vater hielt den Reim fiir poetische Werke unerlaBlich. Canitz^ Hagedorn, D.rqllinger。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---一一--一一----一一---一一---一一-

　Gellert, Creuz, Haller standen in schonen Franzbanden in einer Reihe. ■･･Eine verdrieBliche
　一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

　Epoche im Gegenteil offnete sich fiir meinen Vater, als durch Klopstocks 。Messias“ Verse,

　die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der offentlichen Bewunderung wurden.
　　　　　　　　　　　一一一一一一

angewendet　hat, die　Menschwerdun　Christi, sein　Leiden, die　aus　der　Ewigkeit　uns

verkiindigte　Wahrheit, sein　Genugtun　錨ｒ　unsre　Siinden, das　uns　den　Zutritt　zu　der

Begnadigung eroffnet, alles hatte　esa t werden sollen.
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(8)｡Uber den Ursprung des りbels“ I.Buch. V.61-64:DNL. Bd.41. 2.Abt. S.88

　Ja, alles, was ich ｓｅｈ≒sind Gaben vom Geschicke!　　　　　　　十

　Die Welt ist selbst gemacht zu ihrer Bur er Gliicke,　　　　　　　　　＼

　Ein allgemeines Wohl beseelet die Natur,　　　ノ　　　　　　　　＼

Und alles tr des hochsten Gutes

゜Vorbemerkung(DNL. Bd.41. 2.Abt. S.86)　　　　　　　　　∧　　　‥‥‥‥‥:

　Aber ein Dichter ist kein Weltweiser, er malt und riihrレリnd erweiset nicht.

(9)。Uber den Ursprung des Ubels" I.Buch. V.41-51: DNL. Bd.41. 2.Abt. S.87f.

　Und jenes Baches Fall,　　　　　　　　　　　　　　上＼　　∧1ﾚ,万　　<ﾉﾉ:

Der schlangelnd durch den griinen Rasen

Die schwachen Wellen murmelnd treibt　　　　　①

Und plotzlich,aufgelostin Schnee- und Perlenblasen,

Durch jahe Felsen rauschend stiiubt!　　　　　　　＼

Auf jenem Teiche schwimmt der Sonne funkelnd Bild

Gleich einem diamantnen Schild,　　　　　　　　ニ

Da dort das Urbild selbst vor irdischem Gesichteダ

In einem Strahlenmeer sein flammend Haupt versteckt

Mit seinem Glanz sich deckt.

゜Goethe 。Faust“ V.4716-4727: Hamburger Ausgabe, Bd.3. S.149.ヤ

　Der Wassersturz, das Felsenriff durchbrausend, ･･･…　　∧□つ　……I

Wolbt sich des bunten Wechseldauer,……

Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.

(10)｡iJber den Ursprung des Libels“I.Buch. V.139-142: DNL

　Wie dafi, ｏ Heiliger! du dann die Welt erwahletレノ

　Die ewig siindiget und ewig wird gequalet?　　　　　　　/

　War kein voUkominner RiB im　ottlichen Be riff,　　＼
　　　　　一一一一

　Dem der Geschopfe Gluck nicht auch entgegenlief?

Bd.41. 2.Abt. S.91

(11)。Uber den Ursprung des Ubels“ I.Buch. V. 153-154: DNL. Bd.41, 2,Abt. S.91.

1st stummer Glauben wann Irrtum kampft mit Witz,　く犬

64

45

50

140

　Und ihm zu widerstehn erwarten wir den Blitz?　　　　　犬　　　犬　　＼

(12)。Uber den Ursprung des Ubels" n.Buch. V.111-114:DNL. Bd.41. 2.Abt. S.95.

　Auch in uns pragte Gott sein maiestatisoh型坦|，

　Er schu卜uns etwas mehr, als Herren vom Gewild……　　…………　……＼　　十＼

　Br legte tiefin uns zwei unterschiedne Triebe, I

　Die Liebe fur sich selbst und seines Nachsten Liebe.　J………………:==　　＼

S.87
-
S.88
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(13),,Uber den Ursprung des Ubels" II.Buch. V.179-182/V.162-164: ＤＮ!｣. Bd.41. 2.Abt. S.97/S.96.

　Weit notiger liegt noch, im Innersten von uns,

　Der Werke Richterin, der Probstein unsers Thｕｎｓ:　　　　　　　　　　　　　　　180

　Vom Himmel stammt ihr Recht; er hat in dem Gewissen

　Die Pfliohten der Natur den Menschen vorgerissen; ・

Ein wachsames Gefuhl liegtin uns selbst verborgen,

Das nie demtJb七旦chweigt und immer leicht versehrt,
　　　　-----一一一一一一
Zur Rache seiner Not den ganzen Leib empQrt.

S.97
-
S.96

162

(14)。ijber den Ursprung des Libels" II.Buch. V.195-196/V.205-206/V.212:　DNL, Bd.41. 2.Abt

S.97-98

　Der eingeteilte Witz ist nirgend unfruchtbar,　　　　　　　　　　　　　　　　　195

　Und ‘eder fiiUt den Ort, der fur ihn ledi　war

Doch nur im Zierrat herrscht der Unterscheid der Gaben

Was iedem noti　ist,mu6 auch ein ieder haben;

皿

S.97
-
S.98

205

(15)。(Jber den Ursprung des LJbels" III.Buch. V.27-32/V.161-170: DNL. Bd.41. 2.Abt. S.99/S.103.

　Da dort die treue Schar, die niemals Gott verlieB,

　In seiner Gegenwart der Geister Paradies

Und Tag fund ohne Nacht, da ewig hoh und steigend

Ihr Stand der Gottheit naht und keinen Ekel zeugend

In der Begierd' genieBt und im GenuB begehrt

Und ihren Geist mit Licht, das Herz mit WoUust nahrt.

O selig jene Schar, die, von der Welt verachtet,

Der Dinge wahren Wert und nicht den Wahn betrachtet,

Und, treu dem innren Ruf, der sie zum Heile schreckt,

Sich ihre Pflicht zum Ziel von alien Thaten steckt!

Gesetzt, da6 Welt und Hohn und Armut sie miBhandeln,

Wie angenehm wird einst ihr Schicksal sich verwandeln,

Wann dort, beim reinen Licht, ihr Geist sich selbst gefallt,

Das iiberwundne Leid zu seiner WoUust h肌t

Und innig hold mit Gott, derti Urbild ihrer Gaben,

Sie Gott, das hochste Gut, in steter Nahe haben!

…, ist da wohl Gottes Reich?

30

165

170

S.99
-
S.103

　(i.Buch. V.78: DNL. Bd.41. 2.Abt, S.89)

゜゜:SeeligesGrieohenland! …(H5lderlin 。Brod und Wein“ V.55: Stuttgarter Ausgabe( = StA)

　Bd.2. S.91)
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(16)。Uber den Ursprung des Ubels" II!.Buch. V.195-200: DNL.!3d.4!、2.Abt. S.104.

　Vielleicht ist unsre Welt、 die wie ein Kornlein Sand　　　　　　　尚 195

Im Meer der Himmel schwimint, des tJbels Vaterland!　　　　　..　　才　　(diirftige原迦）

Die Sterne sind vielleicht ein Sitz verklarter Geister,　　　　　　　　　　＼　　(V.122: StA 2.

Wie hier das Laster herrscht, ist dort die Tugend Meister,　　　　　　　　　　　94/95: V.150)

f血乱･＼……匹

Dient in dem groBen All zu der ｖｏｌｌｋｏｍｍｅｎｈｅｉt;　　　　　　　　＼　　　　　　　　　200

°Kant。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels “(1755) III.Teil. Anhang. Von den

　Bewohnern der Gestirne: Akademie-Textausgabe. Bd工 S.365.………万　　　＼

　Wer ist so kiihn, eine Beantwortung der Frage zu wagen: C）bdie Siinde ihre Herrschaft auch

　in den andern Kugeln des Weltbaues ausube, oder ob die Tueend allein iねｒRegiment

　daselbst aufgeschlagen?　　　　　　　　　　　　　………:　ヶ＼

　　Die Sterne sind vielleicht ……(III.Buch. V.197-198)　　　:ﾉ

Haller

゜゜Kant。Kritikder praktischen Vernunft“(1788)BeschluB:Akademie-Textausgabe. Bd.5. S.161.

　Zwei Dinge erfiillendas Gemiith mit immer neuer und zunehmender∧Bewunderung　und

　Ehrfurcht, je ofterund anhaltender sich das Nachdenken damit beschaftigt：der bestirnt ｅ

155

160

(17)｡Gedanken Liber Vernunft, Aberglauben und　Unglaubenで　V. 147-160:………DNL.Bd.41, 2.Abt.

S.39.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬

　Selbst Laster durften sich den G ottern zugesellen,∧　　　･.･.･･.・　.･･.･･・　　.･･･.･･　　　.Ｉ

　Und Menschen ihre Schmach der Welt zum Beispiel stellen,　　　　　∧

　Geiz, Liigen, Uppigkeit, und was man tadeln kann,　　＼　　　上　　　上

　SaB gulden beim Altar und nahm den Weihrauch an.　　:＼　　・.･････　　.･　　　　　　　150

　Man fiilltenun die Welt mit Tern eln und mit Hainen　ト

　Und die mit Gottern an. Bedeckt mit Edelsteine叫十　　　　　　＼………

Nahrti bald der Priester auch des Pobels Augen ein

Und wollte, wie sein Gott, von ihm verehret sein.ヶ＼

Drauf herrschte der Betrug, ･･････.　　　　　　　　　･･

臨匹

(18)Wieland 。Comische Erzahlungen "(1765)/。GriechischeErzahlungen"(1784):Hanser Ausgabe

Bd.4, S.75-169.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧1………　……=……＝

　｡Das Urteil des Paris“(S.76-100)/｡Ｅｎｄｙｍｉｏｎ“(S.100-118)几Junound Ganymed“(S.118-142)/

　｡Aurora und Cephalus“(S.142-169)　　　　　　　　l･　　　＼　　　　　　　｡.

　　Doch steijぴhalb unverhiillt die schone Brust empor,∧　　　ﾉ∧∧　　十　　　　二　　　　　　一一-　----------------------一一------一一-----一一･

　　Dort reizt ein weiBer Arm, und eine kleine Hand,　　十　　　　　　　　　　　　　758

　　Hier ragt ein Knie wie Wachs hervor･　　　　………………1　　……jl　　　　　　　づ

　　　(｡Juno und Ganymed“ V. 757-759: Hanser Ausgabe. Bd.4. S.139)
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゜Haller 。iJber den Ursprung des Libels" III.Buch. V.117-123: DNL. Bd.41. 2.AM. S.101-102

　Die wache Eifersucht, bemiiht nach eignem Leide,
　一一一一一一-一一-一一一一---一一--

　Der Brand der Ungeduld, der teure Preis der Freude,

　Der Liebe Folterbett, der leeren Stunden Last　一-----一一------------●-----一一一-一一一-一一一-----一一-

　Fliehn von der Hiitten Stroh und herrschen im Palast.　　　　　　　　　　　　　　　120
－ 一 一

Noch starker peitscht den Geist das zornige Gewissen;

Noch Macht, noch HaB von Gott befreitvon seinen Bissen;

Sein fiirchterlicherRuf dringt in 白LE白迦脱胎岨，

S.lOl
-
S.102

49

Liste der Veroffentlichungen des Katsumi TAKAHASHI vom 31.7.1998 bis zum 25.12.1998:

Nr.54-58.

54. Phasen der Apokatastasis in der deutschen Dichtung － Von Klopstocks 。Messias“(1748-

1773) bis zu Holderlins 。Brod und Wein“（1800-1801）｡(5) Schillers 。Idee des Schonen“. In

japanischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung. ln: EIKQN. Studien zum Ostlichen

Christentum. Vol.19. Nagoya (Shinseisya) 31.7.1998. S.117-129 im vertikalen Druck.

55. Die Wallfahrt zu Klopstock － Wordsworth und Coleridge als Pilger. In japanischer

Sprache mit deutscher Zusammenf assung. ln: Doitsu-Bungaku-Ronshii hrsg. vom Zweigbezirk

Chflgoku-Shikoku der Japanischen Gesellschaft 琵ｒ Germanistik. Nr.31. 30.10.1998. S.43-52

1m horizontalen Druck.

56. Holderlins 。Nacht“ und der 。oberste Gott“(｡Brod und Wein“ 1800-1801. V.23). In

deutscher Sprache mit :japanischer und franzosischer Zusammenfassung. ln:　Forschungs-

berichte der Universitat･K6chi(=K6tzschi). Vol.47. 25.12.1998.Geisteswissenschaften. Sふ14

1m horizontalen Druck.

57. Klopstocks 。ignes ex Homero “， Schillers 。trockene Wahrhaftigkeit“ und Holderlins

｡Apollonsreich“.In deutscher Sprache mit japanischer und franzosischer Zusammenf assung.

ln:　　Forschungsberichte　　der　　Universitat　　K6chi( =K6tzschi).　Vol.47.　25.12.1998.

Geisteswissenschaften. S.15-26 im horizontalen Druck.

58.。EIN ALLGEMEINES NICHTS…WIE DER ＯＣＥＡＮ“　一Hallers 。Unvollkommne Ode

岫eｒ　die　Ewigkeit “( 1736). In　deutscher　Sprache　mit　iapanischer　und　franzosischer

Zusammenfassung. In:　Forschungsberichte　der　Universitat　K6chi(=Kotzschi).　Vol.47.

25.12.1998. Geisteswissenschaften. S.27-76 im horizontalen Druck.
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ド
イ
ツ
文
学
を
研
究
す
る
場
合
と
か
く
権
威
と
し
易
い
シ
ラ
ー
達
に
ば
か
り
捕
わ
れ

な
い
見
方
を
学
ぶ
に
は
、
彼
ら
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
詩
人
の
視
点
か
ら
逆
に
文
学
史
を

見
直
す
の
が
良
い
と
考
え
、
筆
者
は
英
国
ロ
マ
ン
派
の
俊
才
二
人
が
ゲ
ー
テ
達
を
差
し
置
い
て
。

一
七
九
八
年
に
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
訪
ね
た
時
代
お
く
れ
の
老
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
着
目
し
た
。

案
の
上
こ
の
老
大
家
と
の
会
見
を
活
か
し
、
鋭
い
知
性
の
二
人
は
「
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
の
文
体
」
な

ど
、
未
知
の
ド
イ
ツ
文
学
の
魅
力
に
触
れ
る
に
至
る
。

５
６
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
Ｌ
Ｓ
ｌ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
”
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
，

ｏ
ｂ
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ｎ
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０
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０
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３
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゛
（
一
九
九
八
年
1
2
月
2
5
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
7
巻
、
人
文
科
学

篇
、
横
組
１
頁
－
1
4
頁
）
・
：
仮
象
（
汐
ぼ
ｙ
）
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

2
3
句
）
を
掴
も
う
と
企
て
た
。
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
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
。
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Ｗ
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ｈ
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ｉ
ｇ
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ｉ
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Ｈ
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ｉ
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，
Ａ
ｐ
ｏ
Ｕ
ｏ
ｎ
ｓ
ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
”
　
　
(
　
1
九
九
八
年
1
2
月
2
5
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究

報
告
、
第
4
7
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
1
5
頁
－
2
6
頁
）
・
：
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
ヘ
と
「
ホ
メ
ー
ロ

ス
か
ら
溢
れ
た
焔
」
は
、
と
か
く
シ
ラ
ー
達
古
典
主
義
者
の
静
観
風
ギ
リ
シ
ア
像
を
基
準
と
す
る

文
芸
批
評
に
よ
り
過
小
評
価
さ
れ
易
い
。
こ
れ
を
敢
て
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
躍
動
す
る
理
念
と
措
抗

さ
せ
、
両
者
の
緊
張
あ
る
対
話
を
目
指
す
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
姿
勢
を
本
論
は
重
視
し
、
情
感
あ
ふ

れ
る
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
体
験
を
、
古
典
主
義
の
静
観
風
ギ
リ
シ
ア
像
を
尺
度
と

し
て
切
り
捨
て
ぬ
よ
う
筆
者
は
配
慮
し
た
。
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「
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｎ
ｅ
〇
ら
の
呂
～
巳
の
吻
ま
賢
・
回
（
二
吊
）
二
一
九
九
八
年
1
2
月
2
5
日
刊
・

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
4
7
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
2
7
頁
－
7
6
頁
）
…
ハ
ラ
ー
が
『
永

遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
で
「
神
」
を
「
太
陽
」
と
歌
い
、
丁
度
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
太
陽
中

心
説
の
よ
う
に
唯
一
神
で
丸
く
収
ま
り
「
獲
得
さ
れ
た
信
仰
の
楽
観
」
に
辿
り
着
く
と
説
く
シ
ュ

ト
イ
ブ
レ
註
解
は
、
こ
う
し
て
詩
想
展
開
が
、
悲
観
か
ら
楽
観
へ
と
高
ま
り
、
再
び
悲
観
へ
と
退

く
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
に
対
し
筆
者
は
一
応
そ
こ
に
既
成
宗
教
へ
の
配
慮
は
あ
る
も
の
の
、
根
底

で
詩
魂
を
驚
愕
さ
せ
る
「
永
遠
」
の
思
想
は
、
む
し
ろ
「
遍
き
無
が
…
」
と
歌
わ
れ
る
所
で
最

高
潮
に
至
る
と
反
論
し
た
。

2
3
．
シ
ラ
ー
の
論
文
『
モ
ー
セ
の
使
命
』
（
一
七
九
〇
年
）
を
め
ぐ
り
。
二
九
九
七
年
ｕ
　
　
月
１
日
・

日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
第
四
七
回
研
究
発
表
会
）
…
こ
の
発
表
で
は
、
ル
タ
ー
訳
聖
書

で
ｅ
ｉ
ｎ
ｉ
ｇ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
と
さ
れ
て
い
る
唯
一
神
を
、
別
様
に
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
ｉ
ｇ
と
形
容
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う

な
微
妙
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
ま
た
理
神
論
者
が
考
え
る
世
界
の
造
物
主
や
、
ギ
リ
シ
ア
人
プ
ラ

ト
ー
ン
の
説
く
デ
ー
ミ
ウ
ー
ル
ゴ
ス
が
、
信
仰
の
次
元
で
「
在
り
て
在
る
者
」
と
把
え
ら
れ
る

『
聖
書
』
の
創
造
神
と
、
ど
の
よ
う
な
点
で
共
通
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
異
な
る
の
か
、
と
言

う
精
神
史
上
の
基
本
問
題
を
留
意
し
な
が
ら
、
シ
ラ
ー
の
モ
ー
セ
論
で
話
題
の
神
を
多
角
的
な
視

点
か
ら
検
討
し
た
。

五
〇
　
（
5
0
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
Ｉ
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）



五
一
　
（
5
1
）

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

（
い
ｏ
茫
乙
が
？
）
と
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
解
答
が
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　
　
「
神
の
国
」
と
は
当
然
「
至
福
」
と
か
「
至
高
善
」
の
古
里
で
す
か
ら
、
「
悪
の
根
源

(
Ｕ
ｒ
ｓ
ｐ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
t
ｊ
ｂ
ｅ
邑
）
は
別
の
所
に
在
り
ま
す
。
ま
た
本
来
の
話
題
が
「
悪
の
根
源
に

つ
い
て
」
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
む
し
ろ
「
悪
」
の
古
里
の
方
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
然
る
べ

き
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
ハ
ラ
ー
は
終
結
部
の
第
三
書
に
お
き
ま
し
て
、
単
に
「
至
福
」
な
る
「
人
々
」

や
「
天
使
の
群
れ
」
を
歌
う
の
み
な
ら
ず
、
「
悪
の
祖
国
」
を
も
取
り
上
げ
ま
す
。
資
料
�
を
御

覧
下
さ
い
。
第
一
九
五
句
以
下
に
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
恐
ら
く
私
達
の
世
界
（
こ
の
地
球
）
は
、

一
粒
の
砂
の
如
く
宇
宙
の
大
海
原
に
漂
う
、
悪
の
祖
国
(
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｔ
Ｊ
ｂ
ｅ
ｌ
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
乱
）
な
の
だ

／
」
。
更
に
ハ
ラ
ー
は
続
け
ま
す
。
「
星
辰
は
恐
ら
く
光
明
に
変
容
し
た
請
書
の
住
居
で
あ
り
、
こ

の
世
で
悪
徳
が
支
配
す
る
よ
う
に
、
か
し
こ
で
は
有
徳
が
君
臨
し
て
い
る
の
だ
」
。
も
し
此
所
ま

で
で
終
わ
り
ま
す
と
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
言
う
「
乏
し
き
時
代
（
呂
耳
却
の
Ｎ
ｌ
）
」
の
み

と
な
り
ま
す
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
こ
れ
を
更
に
（
西
欧
の
果
実
こ
'
"
ｒ
ｕ
ｃ
ｈ
ｔ
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ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｓ
ｐ
ｅ
ｒ
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ｅ
ｎ
)
Ｊ

つ
ま
り
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
精
神
の
炎
を
宿
す
現
実
、
と
把
え
直
し
ま
し
た
よ
う
に
ハ
ラ
ー

も
第
一
九
九
句
以
下
で
「
悪
の
祖
国
」
を
見
直
し
ま
す
。
「
そ
し
て
卓
越
性
少
な
き
、
世
界
の
当

地
点
（
地
球
）
は
（
但
し
）
大
い
な
る
万
有
の
中
で
は
（
何
ら
か
の
）
完
璧
さ
に
役
立
っ
て
い
る

の
だ
」
と
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
只
今
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
第
一
九
五
句
以
下
で
、
そ
の
真
中
の
第
一
丸
七
句
以
下
に
関
し
ま

し
て
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
が
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
（
一
七
五
五
年
）
第
三
部
「
補
遺
」

に
お
い
て
「
星
辰
の
住
民
た
ち
」
を
論
じ
ま
し
た
折
り
に
も
言
及
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
恐
ら

く
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
の
「
結
語
」
を
飾
る
名
高
い
カ
ン
ト
の
墓
碑
銘
の
言
葉

こ
そ
、
こ
れ
に
対
す
る
応
答
の
記
念
碑
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
わ
が
頭
上
に
輝
く
星
辰

の
天
界
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｒ
ｎ
ｔ
ｅ
～
m
m
e
l
　
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ

　
m
玉
と
、
わ
が
内
な
る
道
徳
律
(
ｄ
ａ
ｓ

m
o
ｒ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
　
ｉ
ｎ
　
m
i
ｒ
）
」
で
あ
り
、
ハ
ラ
ー
の
場
合
な
ら
清
澄
な
る
夜
空
を
鏡
と
し

て
「
或
る
目
覚
め
た
感
情
」
（
資
料
�
）
が
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
資
料
�
に
よ
り
ま
す
と
、
「
私
達
の
心
の
奥
深
く
に
宿
る
」
こ
の
「
試
金
石
」
が
「
或
る
目
覚

め
た
感
情
(
Ｅ
ｉ
ｎ
　
w
ａ
ｃ
ｈ
ｓ
ａ
ｍ
ｅ
ｓ
　
Ｇ
ｅ
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｌ
）
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
二
つ
下
の

資
料
�
に
て
「
至
福
」
な
る
人
々
の
「
群
れ
」
が
話
題
と
さ
れ
ま
し
た
第
ニ
ハ
ー
句
以
下
で
は
、

第
ニ
八
三
句
で
こ
れ
が
「
内
な
る
声
に
誠
実
(
ｔ
ｒ
ｅ
ｕ
　
ｄ
ｅ
ｍ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｒ
ｕ
ｆ
）
」
と
規
定
さ
れ
ま

す
。
「
誠
実
」
と
は
、
そ
の
上
に
掲
げ
ま
し
た
第
二
七
句
に
お
い
て
「
天
使
の
群
れ
」
の
性
質
を

示
す
形
容
詞
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ハ
ラ
ー
の
中
し
ま
す
「
悪
の
祖
国
」
た
る
こ
の
世
に
お
け
る

「
内
な
る
声
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｒ
ｕ
ｆ
）
」
、
こ
れ
に
相
当
し
ま
す
哲
学
上
の
概
念
が
『
実
践
理
性
批

判
』
で
論
究
さ
れ
る
「
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」
と
看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
も
当
然
「
内
な
る
声
」
に
促
さ
れ
た

成
果
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
ハ
ラ
ー
の
「
至
福
」
な
る
「
群
れ
」
と
異
な
り
ま
す
点
は
、
古
典

ギ
リ
シ
ア
世
界
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
明
ら
か
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ

ン
の
『
ギ
リ
シ
ア
芸
術
模
倣
論
』
（
一
七
五
五
年
）
や
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
（
一
七
八

八
年
）
な
ど
啓
蒙
期
の
成
果
を
受
け
つ
い
で
お
り
ま
す
。
か
く
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
き

ま
し
て
は
、
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
祝
祭
空
間
こ
そ
が
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
の
心
の
古
里
と

し
て
、
厳
然
と
歴
史
意
識
の
大
地
の
上
に
パ
ル
テ
ノ
ー
ン
神
殿
さ
な
が
ら
に
聳
え
立
ち
ま
す
。

　
他
方
ハ
ラ
ー
の
場
合
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
芸
術
は
何
ら
格
別
の
文
化
遺
産
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
本
日
話
題
の
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
だ
け
か
ら
は
明
確
に
解
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
㈲
で
既

に
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
初
版
（
一
七
三
二
年
）
所
収
の
作
品
『
理
性
、

迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
二
七
二
九
年
）
を
参
考
に
し
ま
す
と
、
こ
の
脈
絡
が
は
っ

き
り
と
掴
め
ま
す
。
資
料
�
を
御
覧
下
さ
い
。
そ
こ
の
第
一
五
一
句
以
下
に
ご
ざ
い
ま
す
、
「
神

殿
や
林
苑
、
そ
し
て
神
々
」
に
満
ち
た
「
世
界
」
は
、
第
一
六
〇
句
に
申
し
ま
す
「
校
滑
な
迷
信

(
ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
)
に
脆
い
た
」
世
界
と
看
倣
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
亨
凡
て
み
ま
す
に
、
こ
れ
が
ハ
ラ
ー
の
無
教
養
を
証
明
す
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
当

時
十
八
世
紀
の
通
念
で
は
、
所
詮
ハ
ラ
ー
に
弾
劾
さ
れ
る
神
話
世
界
の
源
と
し
て
し
か
古
典
ギ
リ

シ
ア
芸
術
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
や
シ
ラ
ー

た
ち
は
遥
か
に
時
代
に
先
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
今
日
で
も
パ
リ
近
郊
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ

に
あ
る
宮
殿
を
訪
れ
ま
す
と
、
大
凡
そ
の
頃
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
神
々
が
ど
の
様
に
具
体
化
さ
れ
て

い
た
の
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
分
に
自
堕
落
な
宮
廷
趣
味
と
結
び
つ
い
て
、
恋
の
神
エ

ロ
ー
ス
と
か
美
の
女
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
が
登
場
い
た
し
ま
す
。
最
後
の
資
料
�
に
引
き
ま
し

た
ヴ
ィ
ー
フ
ン
ト
の
『
滑
稽
物
語
』
（
一
七
六
五
年
）
す
な
わ
ち
後
に
『
ギ
リ
シ
ア
物
語
』
（
一
七

八
四
年
）
と
改
題
さ
れ
ま
し
た
作
品
群
、
『
パ
リ
ス
の
審
判
』
、
『
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
』
『
ユ
ー
ノ
ー

と
ガ
ニ
ュ
メ
ー
デ
ス
』
そ
し
て
『
ア
ウ
ロ
上
フ
と
ケ
パ
ロ
ス
』
は
、
そ
の
様
な
宮
廷
趣
味
の
宝
庫

と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
謹
厳
な
市
民
ハ
ラ
ー
は
断
固
と
し
て
宮
廷
趣
味
を
弾
劾
い
た
し
ま
す
。
そ
の

様
は
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
三
書
に
も
見
い
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
こ
の
資
料
�
に
つ
い
で

に
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。
「
恐
れ
る
良
心
」
そ
し
て
「
神
の
空
恐
ろ
し
き
叫
び
声
」
が
、
「
宮
殿
」

や
「
王
侯
の
広
間
」
と
鋭
い
明
暗
を
織
り
成
し
て
お
り
ま
す
。

　
後
に
疾
風
怒
濤
期
一
七
七
三
年
に
ヅ
イ
ー
フ
ン
ト
を
焚
書
に
し
た
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ン
林
苑
同
盟

の
詩
人
た
ち
に
も
、
当
の
ハ
ラ
ー
の
「
内
な
る
声
」
は
継
承
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
更
に
ゲ
ー
テ
の



の
問
題
を
留
保
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
ｂ
）
第
一
書
（
自
然
と
内
省
）

　
さ
て
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
冒
頭
は
、
魅
力
あ
る
自
然
描
写
か
ら
成
り
、
第
六
四
句
ま
で
で

一
区
切
り
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
、
そ
の
末
尾
で
語
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
資
料

た
し
ま

だ
／
・
」
と
あ
り
、

い
ま
す
。
但
し
そ
こ
に
つ
い
で
に
示
し
ま
し
た

「
万
有
は
至
高
善
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
の

読
者
を
見
事
に
感
動
さ
せ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
資
料
㈲
と
㈲
で
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
自
然
描
写
を
導
入
と
し
ま
し
て
、
引
き
続
く

『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
一
審
の
第
六
五
句
以
下
に
は
次
第
に
内
面
の
問
題
へ
と
関
心
が
移
り

ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
骨
太
な
文
体
の
中
に
、
鋭
い
認
識
の
閃
光
が
煌
め
き
、
例
え
ば
資
料
�
に
掲

げ
ま
し
た
表
現
を
生
み
出
し
ま
す
。
下
線
を
施
し
ま
し
た
第
一
四
一
句
は
今
日
な
ら
通
常
、
「
神

の
心
の
中
に
は
、
完
璧
な
裂
け
目
が
(
ｖ
ｏ
Ｕ
ｋ
ｏ
ｍ
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｒ
ｉ
巴
と
な
り
そ
う
で
す
が
、
正
確
に

は
「
完
璧
な
計
画
（
宍
思
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？
）
と
い
う
疑
問
文
で
す
。
そ
れ
で
も
兎

に
角
、
「
完
璧
な
計
画
」
が
あ
く
ま
で
疑
わ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
何
ら
か
の
心
の
裂
け
目
が

覗
か
ざ
る
を
得
な
い
力
強
い
反
語
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
同
様
の
力
強
い
反
語
は
、
引
き
続
く
資
料
�
に
引
き
ま
し
た
第
一
五
三
句
以
下
、
「
唖
の
信
仰

で
十
分
で
あ
ろ
う
か
（
ぽ
ｓ
ｔ
ｕ
m
m
e
ｒ
　
(
ａ
ｉ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
　
ｇ
ｎ
ｕ
ｇ
｡

■
：
）
？
」
に
見
ら
れ
る
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
以
上
の
反
語
は
執
れ
も
「
悪
」
の
君
臨
す
る
現
実
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
苛
酷
な
世
界
と

の
緊
張
の
下
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
一
書
の
末
尾
を
重
厚
な
面
持
で

充
た
し
て
い
ま
す
。

（
ｃ
）
第
二
書
（
神
の
似
姿
）

　
こ
れ
に
続
く
第
二
書
は
、
天
地
創
造
よ
り
歌
い
始
め
、
霊
界
や
天
使
そ
し
て
人
類
を
話
題
と
し

て
展
関
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、
関
心
の
的
は
恐
ら
く
資
料
�
に
引
用
い
た
し
ま
し
た
第
一
一
一
句
の

言
葉
に
ご
ざ
い
ま
す
「
神
の
似
姿
」
の
問
題
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
一
体
こ
の
「
神
の
似
姿
」

が
何
な
の
か
？
　
が
問
わ
れ
、
ハ
ラ
ー
は
こ
れ
を
引
き
続
く
第
一
一
四
句
に
て
「
自
己
愛
と
隣
人

愛
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
筋
か
ら
「
良
心
（
（
）
・
ｔ
Ｓ
～
）
」
が
問
わ
れ
、

こ
れ
が
資
料
�
に
示
し
ま
し
た
言
葉
で
「
私
達
の
心
の
奥
深
く
に
宿
る
」
「
試
金
石
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｉ
Ｉ
　
Ｉ
　
Ｌ

¬

』
一
一
一
一
‘
】
ｓ
～
。
一
ｙ
　
Ｊ
ｌ
ｄ
■
ｉ
一
・
ｉ
ｒ
ｙ
　
ｌ
　
　
Ｉ
‘
Ｉ
｀
／
！
’
／
、
ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
　
Ｎ
ｇ
″
ｊ
－
ｓ
『
・
一
ｙ
　
　
　
四
　
ｒ
『
ｕ
－
』
Ｊ
一
　
一
ｉ
　
ゝ
ｊ
一
一
ｊ
『

日
ｉ
ｅ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
　
Ｐ
ｆ
ｌ
ｅ
ｃ
ｈ
ｔ
』
と
旺
然
の
立
法
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
「
い
孚
ｏ
こ
」
（
第
二
回
一
句
）

で
締
め
括
っ
て
お
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
こ
の
両
者
を
拠
り
所
と
致
し
ま
し
て
、
各
人
が
各
様
に

「
心
の
奥
深
く
に
」
て
「
目
覚
め
た
感
情
」
を
自
己
展
開
で
き
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

③
「
悪
の
祖
国
」
に
お
け
る
「
内
な
る
声
」

　
そ
れ
で
は
次
に
、
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
終
結
の
第
三
書
に
目
を
転
じ
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

既
に
述
べ
ま
し
た
様
に
パ
ラ
ー
は
此
所
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
像
に
相
当
す
る
「
受
肉
と
受
難
」
を
歌
い
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
興
味
深
い
こ

と
に
他
方
｛
パ
ン
と
葡
萄
酒
｝
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
と
通
じ
る
筋
は
話
題
と
し
て
お
り

ま
す
。
ま
ず
資
料
�
で
、
こ
の
点
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
二
回
、
神
に
従
う
「
群

れ
（
印
ぶ
回
）
」
が
歌
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
方
は
「
天
使
の
群
れ
」
が
第
二
七
句
で
、

他
方
「
至
福
な
る
、
か
の
人
々
の
群
れ
」
が
第
一
六
一
句
で
出
て
参
り
ま
す
。
そ
し
て
執
れ
も

「
楽
園
（
ｔ
旨
乱
｛
回
｝
」
（
第
二
八
句
）
と
か
「
至
高
善
(
ｄ
ａ
ｓ
　
Ｋ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
　
　
Ｇ
ｕ
ｔ
）
」
（
第
一
七
〇

句
）
に
結
び
つ
き
、
言
わ
ば
「
神
の
国
」
の
仲
間
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
実
は
『
悪
の
根

源
に
つ
い
て
』
第
一
書
の
第
七
八
句
に
お
い
て
、
「
現
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
神
の
国
（
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ

五
二
　
（
5
2
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
Ｉ
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）



五
三
　
（
5
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

『
大
論
理
学
』
（
一
八
コ
ー
年
）
や
『
小
論
理
学
（
Ｅ
ｎ
ｚ
ｙ
ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ａ
ｄ
ｉ
ｅ
)
Ｊ
に
お
き
ま
し
て
、
「
神
の

無
限
(
Ｕ
ｎ
ｅ
乱
Ｆ
ｈ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｓ
)
に
関
す
る
有
名
な
記
述
描
写
」
と
し
て
、
ハ
ラ
ー
の
『
永

遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
が
引
用
さ
れ
ま
す
。
と
に
か
く
、
ま
と
も
な
創
作
は
既
に
述
べ
ま
し
た

通
り
「
一
七
三
六
年
ま
で
」
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
後
の
第
四
版
以
降
は
「
祈
り
節
の
歌
」
が
多

少
加
味
さ
れ
る
程
度
で
、
要
は
ハ
ラ
ー
の
詩
人
と
し
て
の
名
声
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
の
に
役

立
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。
で
す
が
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
圧
巻
『
救
世
主
』

が
続
々
と
刊
行
さ
れ
る
十
八
世
紀
中
葉
に
お
き
ま
し
て
も
、
こ
の
様
に
ハ
ラ
ー
詩
集
が
引
き
続
き

刊
行
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
留
意
す
べ
き
こ
と
に
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
な
ど
を
読
ん
で
お
り
ま
す
と
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
姿
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
、
ハ

ラ
ー
な
ど
ま
ず
一
言
も
出
て
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
詩
人
の
学
友
ヘ
ー
ゲ
ル
が
読
ん
で

い
た
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
を
、
事
も
あ
ろ
う
に
這
か
に
詩
才
の
あ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
知
ら

な
い
わ
け
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
確
か
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
比
べ
ま
す
と
、
ハ
ラ
ー
は
古
い
型
の
詩
人
に
属
し
て
お
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
資
料
㈲
に
揚
げ
ま
し
た
ゲ
ー
テ
の
自
伝
『
詩
と
真
実
』
第
一
部
・
第

二
書
の
一
節
が
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
斬
新
な
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
六
歩
格
（
ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ

ン
）
が
や
が
て
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
受
け
継
が
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
ま
す
の
に
対
し
、
ハ
ラ
ー

な
ど
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン
の
様
な
脚
韻
本
位
の
詩
型
に
依
存
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
の
み
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
私
達
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
や
シ
ラ
ー
の
『
ギ
リ
シ
ア

の
神
々
』
な
ど
を
「
教
訓
詩
」
と
は
呼
び
ま
せ
ん
が
、
他
方
ハ
ラ
ー
の
も
の
に
正
に
「
教
訓
詩
」

と
い
う
命
名
を
与
え
る
の
に
躊
躇
い
た
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
「
教
訓
詩
(
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｕ
ｎ
ｇ
)
Ｊ

と
聞
き
ま
す
と
、
と
か
く
説
教
臭
い
道
徳
家
の
雄
弁
が
連
想
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
ま
と
も
　
　
Ｉ

そ
し
て
正
面
に
『
パ
ン

と
葡
萄
酒
』
の
様
な
円
熟
し
た
思
想
詩
の
成
果
と
比
べ
ま
す
と
、
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
場

合
と
か
く
響
き
の
失
せ
た
分
別
悟
性
の
側
面
が
目
に
つ
き
易
い
の
も
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ

②
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
一
書
－
第
二
書

（
ａ
）
端
書
（
キ
リ
ス
ト
像
）

　
と
こ
ろ
が
翻
っ
て
、
い
つ
か
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
よ
う
な
成
果
へ
と
実
る
芽
ば
え
を
、
こ

の
ハ
ラ
ー
の
代
表
作
に
探
し
ま
す
と
、
表
題
か
ら
し
て
既
に
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
は
興
味
深

い
作
品
と
し
て
映
じ
て
参
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
無
か
ら
の
天
地
創
造
と
「
悪
」
の
問
題
は
切
り

離
せ
ま
せ
ん
し
、
更
に
こ
の
「
悪
」
と
共
に
救
世
主
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
受
難
の
こ
と
が
思
い
併

さ
れ
ま
す
。
こ
硝
値
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
端
書
き
に
は
、
次
の
資
料
剛
に
引
用
い
た
し
ま

し
た
興
味
深
い
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
「
永
遠
が
近
い
」
と
は
「
死
が
近
い
」
と
言
う
こ
と
で

あ
り
ま
し
て
、
更
に
そ
の
「
死
」
と
裏
腹
の
「
魂
の
復
活
」
に
と
り
決
め
手
と
な
る
「
キ
リ
ス
ト

の
受
肉
と
受
難
」
を
、
ハ
ラ
ー
は
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
「
歌
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
」
と
述
懐
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
ハ
ラ
ー
は
こ
れ
を
歌
わ
な
か
っ
た
。
と
申
し
ま
す
よ

り
恐
ら
く
歌
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
先
程
資
料
㈲
で
瞥
見
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
ハ
ラ
ー
の
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
が
中
身
を
豊

か
に
す
る
こ
と
な
く
、
第
四
版
か
ら
第
十
一
版
ま
で
一
七
四
八
年
か
ら
一
七
七
七
年
ま
で
刊
行
さ

れ
続
け
て
お
り
ま
し
た
丁
度
そ
の
時
期
は
、
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
が
『
救
世
主
キ
リ
ス
ト
』

全
二
十
歌
を
矢
継
早
に
続
々
歌
い
上
げ
て
い
た
頃
に
相
当
し
ま
す
。
そ
の
後
、
疾
風
怒
濤
な
す
十

八
世
紀
末
ド
イ
ツ
文
学
が
発
酵
と
解
体
を
成
し
て
お
り
ま
し
た
頃
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救

世
主
』
は
一
七
八
〇
年
の
ア
ル
ト
ナ
版
、
一
七
九
九
年
の
ゲ
ッ
シ
ェ
ン
版
と
全
二
十
歌
が
版
を
重

ね
ま
し
た
が
、
他
方
ハ
ラ
ー
詩
集
の
方
は
一
八
二
八
年
、
王
制
復
古
期
の
末
期
、
七
月
革
命
一
歩

手
前
で
漸
く
久
し
ぶ
り
に
第
十
二
版
が
刷
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
様
に
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
『
救
世
主
キ
リ
ス
ト
』
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
、
ハ
ラ
ー
は

「
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
受
難
」
が
歌
え
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
但
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
で
歌
わ
れ
ま
し
た
よ
う
な
濃
淡
細
や
か
で
幽
玄
の
深
み
あ
る
キ
リ
ス
ト
像
を
突
き
っ
け

ら
れ
ま
す
と
、
果
し
て
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
と
て
キ
リ
ス
ト
が
本
当
に
歌
い
得
た
か
ど
う
か
知
れ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
控
え
目
な
ハ
ラ
ー
が
謙
虚
に
「
歌
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」

と
す
る
告
白
の
方
に
、
む
し
ろ
無
量
の
感
慨
が
宿
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
学
術
論
文
に
安

直
に
手
を
染
め
な
い
物
思
い
が
ち
な
教
養
人
に
通
じ
る
沈
黙
の
重
み
で
あ
り
ま
す
。

　
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
は
従
い
ま
し
て
、
完
成
さ
れ
た
作
品
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
「
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
受
難
」
が
「
歌
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
言
う
沈
黙
の
重

み
を
宿
し
た
大
い
な
る
ト
ル
ソ
ー
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
ハ
ラ
ー
の
端
書
き
は
意
味
深
長
で

す
。
「
救
世
主
キ
リ
ス
ト
」
を
歌
う
こ
と
が
遺
言
と
し
て
残
さ
れ
ま
し
た
。
如
何
せ
ん
ク
ロ
プ
シ
ュ

ト
ッ
ク
の
様
に
高
ら
か
に
ハ
レ
ル
ヤ
を
撃
ち
あ
げ
る
だ
け
で
は
、
せ
い
ぜ
い
ヘ
ン
デ
ル
の
『
救
世

主
』
留
ま
り
で
す
。
豊
か
な
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
芸
術
は
既
に
そ
れ
以
上
の
謹
厳
な
調
べ
を
奏
で
て

お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
丁
度
ハ
ラ
ー
が
名
高
い
自
然
詩
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
書
き
上
げ
た
年
、

つ
ま
り
ド
イ
ツ
の
文
豪
レ
ッ
シ
ン
グ
生
誕
の
一
七
二
九
年
に
成
り
ま
し
た
バ
ッ
ハ
の
『
マ
タ
イ
受

難
曲
』
の
こ
と
で
す
。
以
後
キ
リ
ス
ト
像
は
、
こ
の
古
典
芸
術
を
抜
き
に
は
十
二
分
に
語
り
え
な

い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
本
日
話
題
の
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
と
の
脈
絡
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ



　
今
回
の
発
表
は
大
き
く
三
部
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
始
め
に
ハ
ラ
ー
唯
一
の
詩
集
　
　
　
　
　
期
的
な
著
作
、
す
な
わ
ち
資
料
に
揚
げ
ま
し
た
『
人
体
生
理
学
原
論
』
全
八
巻
を
、
働
き
盛
か
り

『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
（
初
版
一
七
三
二
年
、
再
版
一
七
三
四
年
、
第
三
版
一
七
四
三
年
、
　
・
：
　
　
　
　
　
の
五
十
代
に
十
年
に
亙
る
歳
月
を
費
し
て
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

第
十
一
版
一
七
七
七
年
、
第
十
二
版
一
八
二
八
年
）
を
御
紹
介
し
、
次
の
第
二
番
目
に
本
日
話
題
　
　
　
　
　
そ
し
て
恐
ら
く
六
十
代
で
年
老
い
た
こ
と
を
意
識
し
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
次
の

の
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
第
一
書
と
中
央
の
第
二
書
に
触
れ
ま
す
。
そ
し
て
最
後
の
第
三
番
目
　
　
　
　
資
料
問
に
揚
げ
ま
し
た
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
の
端
書
き
に
お
き
ま
し
て
、
当
作
品
を
改
作
す

と
致
し
ま
し
て
、
そ
の
第
三
書
に
申
し
ま
す
「
悪
の
祖
国
」
に
お
け
る
「
内
な
る
声
」
を
導
き
の
　
　
　
　
る
こ
と
な
ど
は
力
に
余
る
こ
と
だ
と
正
直
に
告
白
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
引
用
の
下
の
方
に
下
線

糸
と
し
ま
し
て
、
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
繋
げ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
施
し
た
部
分
で
御
確
認
下
さ
い
。
つ
い
で
に
そ
の
上
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ハ
ラ
ー
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
詩
歌
に
「
殊
の
ほ
か
愛
着
を
抱
い
て
」
い
る
と
の
言
及
が
あ
り
、
こ
の
「
愛
着
ひ
と
し
お
」
な

剛
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
は
、
「
一
ヶ
年
を
越
え
る
」
「
長
い
苦
労
」
の
ゆ
え
で
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
先
程
す
で

　
今
回
取
り
上
げ
ま
す
ハ
ラ
ー
は
、
一
応
ド
イ
ツ
語
圏
に
属
す
る
詩
人
で
す
が
、
国
籍
は
山
岳
地
　
　
　
　
に
資
料
倒
で
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
二
日
十
行
」
が
や
っ
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
実
際
に
そ
れ

帯
ス
イ
ス
の
共
和
国
ベ
ル
ン
で
あ
り
、
そ
の
都
市
国
家
の
宗
教
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
キ
リ
ス
ト
教
と
、
　
　
　
　
を
裏
書
き
到
し
ま
し
て
、
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
は
次
第
次
第
に
形
造
ら
れ
た
模
様
で
す
。
資

霊
峰
ア
ル
ペ
ン
山
脈
の
風
土
の
下
に
育
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
御
存
知
の
か
た
も
お
ら
れ
ま
し
ょ
う
　
　
　
　
料
倒
に
ま
と
め
ま
し
た
よ
う
に
、
当
時
歌
は
大
き
く
三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
各
々
が
こ
八
二
句
、

が
、
大
変
に
早
熟
な
人
で
あ
り
ま
し
て
、
二
十
代
前
半
に
瑞
々
し
い
活
気
あ
ふ
れ
る
精
神
を
傾
け
　
　
　
　
二
回
一
句
、
二
三
二
句
あ
り
、
合
計
六
〇
六
句
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
六
〇
六
部
が
一
年
う

て
、
詩
歌
作
品
の
力
作
を
書
き
上
げ
て
し
ま
い
、
何
と
二
十
八
才
が
創
作
活
動
の
終
わ
り
と
な
り
　
　
　
　
三
六
五
日
を
越
え
る
期
間
に
徐
々
に
書
き
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
ハ
ラ
ー
は
二

ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は
、
文
芸
の
よ
う
に
全
身
全
霊
で
打
ち
込
ま
な
く
て
も
出
来
る
仕
　
　
　
　
十
五
・
六
才
の
若
さ
、
つ
ま
り
私
達
で
す
と
大
学
院
に
在
学
し
て
論
文
執
筆
に
余
念
な
き
才
気
煥

事
、
す
な
わ
ち
人
間
知
性
の
局
所
部
門
の
専
門
で
あ
る
医
学
な
ど
自
然
科
学
方
面
の
業
績
を
数
多
　
　
　
　
発
な
時
期
で
あ
り
ま
す
。

く
残
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
で
、
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
な
ど
、
ハ
ラ
ー
の
創
作
成
果
が
収
め
ら
れ
ま
し
た
も
の

　
も
し
詩
人
と
し
て
の
生
命
で
測
る
と
致
し
ま
す
と
、
こ
の
様
な
例
は
、
但
に
二
十
九
才
で
他
界
　
　
　
　
が
、
資
料
㈲
に
示
し
ま
し
た
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
ハ
ラ
ー
唯
一
の
詩

し
ま
し
た
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
見
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
詩
歌
の
創
作
は
ハ
ラ
ー
自
身
に
重
荷
だ
っ
た
　
　
　
　
集
は
一
七
三
二
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
折
に
名
高
い
自
然
詩
『
ア
ル
ベ

よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
資
１
　
剛
に
掲
げ
ま
し
た
一
七
七
二
年
三
月
の
ゲ
ミ
ン
グ
ン
宛
書
簡
　
　
　
　
ン
山
脈
』
を
筆
頭
に
、
そ
の
他
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て
の
考
え
』
な
ど
十
篇
の
詩
歌

が
そ
の
事
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
ハ
ラ
ー
自
身
が
そ
こ
で
告
白
し
て
い
ま
す
よ
う
に
、
　
　
　
　
が
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
二
年
に
し
て
一
七
三
四
年
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
再
版
が
刊
行

詩
作
活
動
は
「
一
七
三
六
年
ま
で
」
な
の
で
あ
り
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
、
詩
人
ハ
ラ
ー
の
名
声
は
確
か
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
実
は
本
日
話
題
の
詩
歌
『
悪

　
ち
な
み
に
資
料
剛
の
書
簡
の
一
部
を
瞥
見
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
『
後
世
に
ま
で
　
　
　
　
　
の
根
源
に
つ
い
て
』
こ
そ
、
正
に
こ
の
詩
人
の
地
位
を
確
固
た
ら
し
め
た
記
念
碑
に
他
な
ら
ず
、

名
を
残
す
詩
句
を
作
る
こ
と
」
が
、
「
絶
え
間
な
い
頭
痛
」
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
　
　
　
　
先
程
資
料
㈹
で
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
通
り
、
ハ
ラ
ー
自
身
も
こ
の
作
品
に
は
「
殊
の
ほ
か
愛
着

ま
た
ハ
ラ
ー
の
様
な
重
厚
で
格
調
高
い
詩
歌
の
創
作
に
お
き
ま
し
て
は
、
コ
日
で
十
行
」
が
や
っ
　
　
　
　
　
を
抱
い
て
」
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

と
だ
と
告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。
勿
論
こ
の
様
に
重
労
働
で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
詩
歌
創
作
の
　
　
　
　
　
そ
の
他
つ
い
で
に
、
そ
の
後
の
作
品
に
も
触
れ
て
お
き
ま
す
と
、
一
七
四
三
年
、
初
版
よ
り
十

場
合
「
想
像
（
回
呑
口
回
心
）
の
飛
翔
」
が
あ
り
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
様
に
、
　
　
　
　
年
ほ
ど
後
に
第
三
版
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
が
出
ま
す
。
此
所
で
初
め
て
公
に
さ
れ
ま
し
た
作

「
解
剖
学
や
植
物
学
」
な
ど
に
は
望
め
な
い
精
神
の
高
ま
り
が
如
何
と
も
し
難
い
所
へ
魂
を
拉
致
　
　
　
　
品
の
中
で
注
目
に
値
い
た
し
ま
す
の
は
、
そ
こ
に
揚
げ
ま
し
た
『
哀
歌
』
と
『
永
遠
に
っ
い
て
の

去
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
結
果
、
自
然
科
学
で
は
及
び
得
な
い
全
霊
の
力
が
課
せ
ら
れ
る
こ
　
　
　
　
未
完
詩
』
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
殊
に
後
者
の
『
未
完
詩
』
は
哲
学
者
た
ち
に
好
ま
れ
た
傑
作
で
あ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ハ
ラ
ー
の
場
合
こ
の
難
行
が
果
た
せ
た
の
は
、
二
十
八
才
の
「
一
七
三
六
　
　
　
　
り
ま
し
て
、
例
え
ば
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
初
版
（
一
七
八
一
年
）
六
一
三
頁
で
は
、
そ

年
ま
で
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は
、
博
物
学
や
医
学
な
ど
理
科
系
　
　
　
　
こ
に
示
し
ま
し
た
言
葉
で
、
「
永
遠
を
、
か
く
も
畏
怖
と
崇
高
に
み
ち
て
（
ｓ
ｏ

ｓ
ｏ
ｈ
ａ
乱
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ

の
分
野
で
仕
事
を
残
す
こ
と
に
な
り
、
例
え
ば
生
理
学
（
ｔ
に
Ｉ
｛
ｏ
｛
ｏ
胚
の
｝
の
歴
史
に
お
い
て
画
　
　
　
　
の
訃
帥
ぼ
已
ハ
ラ
ー
の
よ
う
に
描
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
、

五
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旨
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ベ
ル
ン
の
市
民
ハ
ラ
ー
は
自
然
詩
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
を
巻
頭
に
載
せ
、
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試

み
』
初
版
（
一
七
三
二
年
）
で
以
て
詩
壇
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
詩
人
ハ
ラ
ー
の
地
歩
を
揺
ぎ
な

く
し
た
の
が
そ
の
再
版
（
一
七
三
四
年
）
で
あ
り
、
就
く
所
収
の
力
作
、
全
六
〇
六
句
に
及
ぶ

『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
こ
そ
創
作
の
頂
点
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
成
程
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試

み
』
は
第
三
版
（
一
七
四
二
年
）
の
後
も
、
ハ
ラ
ー
没
一
七
七
七
年
の
第
十
一
版
に
至
る
ま
で
、

ほ
ぼ
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
初
刊
（
一
七
四
八
年
丿
七
三
年
）
と
歩
調
を
合
わ
せ
逐

次
印
刷
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
創
作
活
動
は
『
悪
の
根
源
に
つ
い
て
』
端
書
が
物
語
る
よ

う
に
「
一
七
三
六
年
（
二
八
才
）
ま
で
」
な
の
で
あ
っ
た
。

　
晩
年
の
端
書
に
お
い
て
ハ
ラ
ー
は
、
当
時
歌
で
更
に
救
世
主
「
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
と
受
難
」
が

「
歌
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
他
方
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
こ
そ
『
救
世
主
』

全
二
十
歌
で
こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
但
し
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

二
八
〇
一
年
）
に
歌
わ
れ
た
濃
淡
細
や
か
で
幽
玄
な
キ
リ
ス
ト
像
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
果

し
て
『
救
世
主
』
が
キ
リ
ス
ト
を
本
当
に
歌
い
得
た
の
か
ど
う
か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え

よ
う
。
す
る
と
謙
虚
な
ハ
ラ
ー
の
告
白
の
方
に
無
量
の
感
慨
が
宿
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
題
「
悪
の
根
源
」
に
関
し
、
ハ
ラ
ー
は
「
悪
の
祖
国
」
と
し
て
「
私
達
の
世
界
（
地
球
）
」
を

考
察
し
つ
つ
も
、
こ
れ
が
「
大
い
な
る
万
有
の
中
で
は
（
何
ら
か
の
）
完
璧
さ
に
役
立
っ
て
い
る
」

こ
と
を
認
め
る
。
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
言
葉
で
こ
れ
は
、
「
乏
し
き
時
代
」
な
が
ら
も
当
世
は

「
西
欧
の
果
実
」
、
つ
ま
り
古
典
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
炎
を
宿
す
現
実
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
蓋
し
ハ

ラ
ー
の
道
徳
意
識
に
お
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
よ
う
に
「
神
殿
や
林
苑
、
そ
し
て
神
々
」
に
満

ち
た
神
話
世
界
は
「
校
滑
な
迷
信
」
の
住
居
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
当
時
の
宮
廷
趣
味
に
潤

色
さ
れ
た
神
話
理
解
に
留
ま
り
、
残
念
な
が
ら
ハ
ラ
ー
の
「
心
の
奥
深
く
に
宿
る
」
「
内
な
る
声
」

は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
と
歌
い
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
は
じ
め
に

　
　
た
と
え
私
達
の
見
識
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
言
う
よ
う
に
、
「
善
に
は
と
う
て
い
至
ら
ぬ
」
と

　
　
し
て
も
、
少
な
く
と
も
悪
は
そ
の
消
し
去
り
得
ぬ
熔
印
を
額
に
押
し
あ
て
て
い
る
の
で
す
。

　
　
　
（
シ
ラ
ー
の
詩
歌
『
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
』
に
関
し
一
七
八
九
年
公
刊
し
た
フ
ォ
ル
ス
タ
ー
の
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。VERNUNFT
KANN. WIE〉DER　ＭＯＮＤ．ﾝﾉｿﾞ=万,･ﾉｿﾞ'y.:＼ﾚ:=,＼

　― Hallers。Gedankenニijber VeΓnunft, Aberぱl:お=呻

im ｖｅr･gleich mit Popes ,,VeΓsuchﾄtjberヶd如く……IMφ･｡りIS∃

　　ＺＵＳＡＭＭＥＮＦＡＳＳＵＮＧ十　　　　　　　　　　………:……=……:……:……万万………万

Wie Haller∧selber in einer∧FuBnote zum V.17 derよGedanl

Ungla曲面“anmerkt, sind diesemﾚGedicht undｿﾞ尹卵瞼ｹﾕ峠

Menschenｸﾞ(Ａｈ:Essay on Man)犬半面ge Gedanken面砲（郎皿声

mythische Griechentumゴ面ein･Produkt ｊ叩 。Ab皿ぱ叫巾叫

dem kalvinistischenSchweizer:eingehender

fast keine ｡Kritik an seiner Kirche vorbringt･√ｗ瞰如ねｄ………f加r･･::d

｡schlauerしAberglaube “ist. Bemerkenswerter寸ｄ如::=姐･9

der ernste Re･formator geme出血血Front皿it de皿ｿ叫面

offentliむｈｅｎしPriifung“der ･･Religion durch dieし｡VernUr

　Voltaire bewunde:rt auch Popes。Versuch iiber deれ=ﾄ

Brief:Er erscホeintihm als 。das schonste, niitzlichsteｿﾞ

Poeme didactique, le plus utileレ1eトplus subli血○………JJt

(Esprit), derﾚklare und niicホterne∧Ｄ邸kぱpriicheprodu

Lehrgむdichtﾚplant; seine Leistung sieht er∧｡im………Iﾄ

entgegengesetzter犬Lehren,･im Ubergehen von vollig 1

Gestaltung二φnes　gemafiigtenレjedochしnicht……1ねkりね:seque∃

unvoUstandigen∇Systems der Ethik."ﾚNicht im血er fre車座）

Herzen. Dav面四ugt sein Brief an W.Wal尚尚1706:j………,,Die Lと

Suiets nach etwas、daｓﾄsie Witz nennen、ohne zu b画柱血ｋ緬√

da烏∧sie kaum ｊｅしAusschmiickungen zulaSt“丿八1八､ｹﾞ＼∧………万万

　Hallers｡Lallen“der tiefgreifenden。Vernunft‘≒jd臨……万｡｡･｡万万Vo

Schreckenうersetzte“(inspirait ｙ ｖｏ!tμΓｅ une sφ叶4ｼ………d6/………1

deutlichem ･ＫＯ･ntrast zur moralisierenden Beredsa血keitﾚ寸

uber Vernu�t “ mit ihren forschenden Fragen㈲erderiｿﾞma:

als eine Lehrdichtung aufgefaBtﾝDaher war es k油皿=ﾚ如叫

den 。erhabensten unter
｡den

・ deutschen Dichterが∧ね4h:χ

Theorie des Himmels“ 1755よ貧土TeilダT;Hauptstiick)ﾚ……:犬=……:……。

　Haller wie]Pope warnen den Menschen gerne vorヶ佃如

Herrsohaft:oder sein Denkv昨mogen. Das Gottesg丘面面tl

naturlich∧wenig Zustimmung　bei　einem　Burger∧……ｄ，

parlamentarische°ｎ Britanniens.ニAber auch Re皿l特価/

Gravitatiφnsgesetzesいliefi sich unter Iiberirdischen∧Asp

zweiten Epistel ｚ61ぽt:　　　　上　丿　　　　□　　　　………:=:=j……………:

Da jiingstしdieobern Wesen sahn,

Was unlangst rechレverwunderlich

にﾚj(!732)つ

TAKAHASHI

Aberglauben und

ヽVersuch uber den

r halten z.B. das

e……=･ji･ber:wird von

ische:n Englander, der

,h=ﾄKirche∧schlechtweg

前如1 dむトＡｕ:fklarung

einerﾙ｡freien･und

Philosoうhischen

ht=ﾄ(leplus beau

ﾔistｿ……J.･j.1心己･in=･｡Gei･St｡und ･Ｗ･itz

le
i血へEntwurf zu seinem

1 Extre金石ｎ＼ anscheinend

Lsdriicken二und in der

kurzen, iedoch　nicht

す=∧Esprit犬ポit ganzem

erortenぺｕhd･･bei alien

ﾚdie〕･Wahrheit∧so liebt,

ｒtﾚvom aohtungsvollen

tueuse), steht nun　in

6･In. Seine ，4･Gedanken

１………Gedaれ松

蝉ﾚPhilosophﾄKant ihn

∇Naturg･eschichte und

√4トBi∧dem aリfプseine

姐ｿAbsolutismus fand

‘h………1･.･odereinem　･des

ヶdie Entdeckung des

に･.Ｗ･iePope･in seiner



「遍き無が･･･大洋の如く」－ハラー「永遠についての未完の頌歌」(1736年）（高橋）

　　　　　　　－

Ein Sterblicher bei uns gethan,　　　　　　　　　　　　　几

Und wie er der Natur Gesetz entfaltet: wunderten sie sich,

DaB durch ein irdisches Geschopf dergleichen moglich zu geschehen,

Und sahen unsern Newton an, so wie wir einen Affen sehn.

　(Zitiertaus dem III. Teil von Kants 。Allgemeine Naturgeschichte…“）
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Obwohl die Zeit das 。Siecledes Lumieres“ genannt wird, kann ja die Vernunft, um mit Haller

zu sprechen, nur 。wie der Mond, ein Trost der dunkeln Zeiten, / Uns durch die braune Nacht

mit halbem Schimmer leiten“i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▽　　　　　　　　j　゛

≪RAISON PEUT, COMME LA LUNE,　…≫

－≪Pensees sur la Raison, la Superstition et rirreligion≫(1732)　　　二

　　　en comparaison ｄ'≪Un Essay sur rHomme≫(1733-1734)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Katsumi TAKAHASHI

　　SOMMAIRE　　　　　　　　　　　　　　　　　=し

　II ｙ ａ plusieurs idees communes ａｕχ《Pensees sur la Raison･‥≫de Haller et a 1'≪Essai sur

1'Ｈｏｍｍｅ≫dePope. Pour ne citer qu'un exemple, c'est l'auteur mSnie qui ecrit des notes sur le

vers 17 des ≪Pensees sur la Raison･‥≫:≪Voici l'une des idees que l'auteur ａ en comn!un avec

Ｐｏｐｅ≫;ils'agit de Ｆ≪entre-deux≫de rhomme dans la ≪vaste chaine de l'gtre≫.

　Quant a la Grece mythique, ils s'accordent pour ｙ condamner la domination de la ≪super-

stition rusee≫. Mais le calviniste suisse la rapporte aussi a l'Eglise universelle, tandis que c'est

a peine si le catholique anglais critique son eglise. C'est intressant de trouver un front commun

que font le reformateur s6rieuχ et　le cynique voltairien a 1'をiglisepositive. Conf. la cinquieme

ｄｅＳ≪Lettresphilosophiques≫(1734) de Voltaire qui nous apprend ≪qu'en France de jeunes gens,

connus par leurs debauches et sieves ＆　１ａ　Prelature　par　des　intrigues　de　femmes, font

publiquement l'ainour･‥≫.

　０ｎvoit d'autre part que Voltaire comble r Anglais d'Sloges: ≪L'Essai sur rHomme de Pope

me　par ait　le　plus　beau　Poeme　didactique, le　plus　utile, le　plus　sublime ･‥≫(≪Lettres

philosophiques≫XXII. depuis 1756). L'esprit voltairien y rencontre une composition claire et

sobre, dont Pope parle d6]'a dans son plan de Ｆ≪Essai ･‥≫:≪C'esta tenir le gouvernail entre les

extrSmes des doctrines opposees apparemment, a omettre de termes tout a fait incompre-

hensibles et k former un :systeme moral qui est temp§re mais non inconsistant et bref mais non

imparfait≫. Mais parfois malgre lui ≪ila r^duit les sifflements aigres de la trompette anglaise

aux sons doux de la flQte≫, quoique le Francais veuille mener h bonne fin cette reduction

(≪Lettres philosophiques≫XXII. 1734). Conf. la lettre de Pope ａ Walsh １７０６:≪Les gens cherchent

ce qu'on appelle esprit, en tous sujets et en tous lieuχ; sans considerer que la nature aime la

veritか‥≫　　　　　　　　　＝

　Au contraire de r esprit tranche de r Anglais, c'est la raison pensive du Suisse qui ≪rend
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hommage a Dieu avec son propre balbutiement≫,outre le faitφj'il≪inspiraita Voltaire une

sorte de frayeur respectueuse≫.Souvent ses ≪Penseessur la Raison-"≫passent mieux pour un

ensemble lyrique de pensees que pour un

exag6r6, si le philosophe Kant considere

allemands≫.

　poeme didactique.……u en resulte qu'il n'est pas

le Bernois comme………衣1e　plus∧sublime　des　poetes

　C'est la ≪fierte≫que Haller et Pope prennent tous deux garde de ne pas surestimer ； elle se

forme en le d6sir de savoir ou de dominer. Certes, cesﾌﾟdeリｘcitoyens de la Republique de Berne

et de l'Angleterre parlementaire ne consentent jamais au royalisme moderne que l'absolutisrQe

d&fie. Mais ils ne surestiment pas aussi les result尽tｓﾚscientifiqﾘesde l'epoque, par exemple la

dfecouverte de la loi de la gravitation universelle, dと)ｎｔPope ｐ在社ｅdans la deuxieme epitre de

1'≪Essai sur rHomme≫:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　Les gtres superieurs.quand ils voyaient recemment　　　　………

　　　Un homme mortel eclairer la loi de toute la nature,
■■■

　　　Admiraient une telle sagesse dans une creature terrestreﾚﾚ=……

　　　Et exposaient un Newton ainsi que nous exposons un singeし

En d6pit du ≪Siecle des lumieres≫la raison rfeelleｐｅ俳√pour

lune, une consolation du temps obscure, / Nous conduire

demi-lueur≫.

amsi

　趾〉tra

33

dire avac Haller,≪comme la

vers la nuit brune avec la

｡VERNUNFT KANN, WIE DER MOND, ･･。=″　　　ト

　ーHallerS 。Gedanken liber Vernunft, Aberglauben undりnglauben"

　　im Vergleich mit Popes 。Versuch Liberden Menschen" 一万

　　　　　　　　　　　Universitat Osaka. 14.10.1989　　　　　　　　　　、

（１）｡DER ERHABENSTE ･･･ "(LE PLUS SUBLIME　＼…　）　白

面Voltaire 。Lett res philosophiques " (1734ff.) Paris (Classique

deuxieme Lettre)｡　　　十　　　　ノ　　　　＞　　ニ＞ﾌﾚ‥‥‥＼……Jｿ…………

Katsumi TAKAHASHI

Gamier) 1964. S.256(Vingt-

　L'Essai sur l'Homine de Pope me parait le plus beau Poemeﾄdiacti ue, le　lus utile,le plus

　sublime qu'on ait jamais faitdans aucune langue.‘-“　　　　＼－

(b) Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmelsで(1755) II. Teil.7.Hauptstuck:

Werke. Akademie-Textausgabe. Berlin (Gruyter) 1968.……Bd.l.S.314f,　　‥‥‥‥‥‥＞

Die Schopfung ist niemals vollendet.…　Sie braucht nichts weniger, als eine Ewigkeit, …

Man kann von ihr dasjenige ｓａぱen,was der erhabenste unter……:deねdeutschenDichtern von der
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　　　　　　　一一一一
59

Ewigkeit schreibt:(S.314/S.315) Unendlichkeit ！　wer misset　dich?　…　Haller　（｡Unvoll-

kommenes Gedicht iiber die Ewigkeit “ 1736. V.37ff. ）

(c) Pope 。An Essay on Man"(1733-34) London (Macmillan's English Classics) 1895(l.Aufl.)｡

1919. S.2(｡The Design “ 1735)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ

If l could flatter myself that this Essay has any merit, it is in §包四分狙betwixt the extremes

of doctrines seemingly opposit, in passing over terms utterly !ininte胆どり]L91!and in forming

a temperate yet not inconsistent, and a short yet not imperfect, 旦ystem of ethics.

(d) Popes Brief an Ｗ. Walsh 1706: Yano 。Pope“ Kenkyusya. 1969. S.243.

　People seek for what they call 民社，０ｎall subjects, and in all places; not considering that

　nature loves truth so well, that it hardly ever admits of flcDurishing｡…

（ｅ）Pope 。An Essay on Man ″Epistle l. V.265-8 S.ll.

Just as absurd, to ｍｏμΓｎthe tasks or pains

The great directing Mind of all ordains.

　A11 are but parts of one stupendous whole,

Whose body nature is, and God the soul;

265

(f) Haller　。Gedanken　LJber　Vernunft, Aberglauben　und　Unglauben ″ 1729 （｡Versuch

Schweizerischer Gedichte “　l.Aufl. 1732) V.93-98:　Reclam-Universal-Bibliothek. Nr.8963. Die

Alpen und andere Gedichte. Stuttgart 1965. S.27.

Wir sind, und jeder ist sich gnug davon bewuSt,

匹

Allein woher wir sind, und was wir werden sollen,

Hat der, der uns erschuf, nur Weisen zeigen wollen.

Hier spannt, 0 Sterbliche,der Seele Sehnen an,

Wo Wissen ewig nutzt und Irren schaden kann ！

〔97. Sehnen = Krafte.〕

(２)。VERNUNFT KANN, WIE DER MOND,…　″

㈲Pope ｡An Essaｿon Man ″Epistle II. V.115-123. S.17

Sufficethat Jﾆ!?asonkeep to nature's road,

Subject, compound them (= Passions), follow her and God

Love, hope, and joy, fair pleasure's smiling train,

Hate, fear, and grief,the family of pain,

95

115
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These mixt with art, and to due bounds oonfin'd,

Make and maintain the balance of the mind:

The lights and shades, whose well accorded strife

Gives all the strength and colour of our life.

Pleasures are everin our hands or eyes;

120

(b) Haller。Gedanken iJber Vernunft, Aberglauben und Unglauben"……V.317-323:Reclam-Haller

S.35.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

Ｗ 四 ｍ ｄ

Wie Denken erstbegann und Wesen fremder Art

匹.

Der anfangslosen Daur gehemmt in ihrer Reise,

Und ewig ward zur Zeit;und wie ihr seichter FluB　＼

匹

Das soilich nicht verstehn und kein Geschopfe fragen;

320

(c) Haller 。Gedanken liber Vernunft, Aberglauben und Ungiaりｂｅｎ‘:V.277/V.359-364:Reclam-

Haller. S.33/S,36.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　……=………　：　：...･=

Vernunft, der Leitstern, …

Vernunft kann, wie der Mond, ein Trost der dunkeln Zeiten,　　………

Uns durch die braune Nacht mit halbem Schimmer leiten;

Der Wahrheit Morgen-Rot zeigt erst die wahre Welt, ＜

Wann Gottes Sonnen-Licht durch unsre Dammrung fallt.

Zu stammelnd fur den Schall geoffenbarter Lehren
　　　　　　　　-

1四面∧～

（3）。SCHLAUER ABERGLAUBE"

(a) Pope 。An Essay on Man “ Epistle III. V.245-55/V.261-6. S.31.

Force first made conquest, and that conquest, law;　ノ　　，

'Till superstition taught the tyrant awe,　　　〉

Then shar'd the tyranny, then lent it aid,　　　　　　＼　　…………

And gods of conqu'rors, slaves of subjects made:

She, midst the light'ning's blaze, and thunder's sound,　………=:万:

When rock'd the mountains, and when groan'd the ground,上

To pow'r unseen, and mightier far than they:

Ｓｈｅ!万fromthe rending earth, and bursting skies,

Saw gods descend, and fiends infernal rise:

360
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250



「遍き無が･･･大洋の如く」－ハラー「永遠についての未完の頌歌」(1736年）（高橋）

Here fix'd the dreadful, there the blest abodes;

Zeal then, not charity, became the guide;

And hell was built on spite, and heav'n on pride.

Then sacred seem'd th'ethereal vault no ｍｏｒｅ;

Ａ社旦琵しｇ叩IWmarble then, and reek'd with gore;

Then first the flamen tasted living ｆｏｏｄ;

Next his grim idol smear'd with human blood

255

265

61

(b) Haller　。Gedanken　Liber　Vernunft, Aberglauben　und　Unglauben ’ V. 143-54 / V.157-60:

Reclam-Haller. S.29.

Die Helden giildnerZeit sind bald, nach vielen Siegen,

Durch List und Schmeichelei dem Himmel zugestiegen,

Die Welt verehrte tot, wer lebend sie verheert,

Und Babels Jupiter war eines Rades wert.

Selbst Laster durften sich den Gottern zugesellen,
　　　-

Und Menschen ihre Schmach der Welt zum Beispiel stellen。
　　　　　　　　-
Geiz, Liigen, Uppigkeit, und was man tadeln kann,

SaB gulden beim Altar und nahm den Weihrauch an.

Man fuUte nun die Welt mit Tem eln und mit Hainen

Und die mit Gottern an. Bedeckt mit Edelsteinen,

Nahm bald der Priester auch des Pobels Augen ein

Und woUte, wie sein Gott, vor ihm verehret sein.

Die Wahrheit deckte sich mit tieferFinsternis,

Vernunft ward eine Magd und Weisheit Argernis;

So lieB die Vorwelt sich die Macht zum Denken rauben,

Und alles bog das Knie vor schlauem Aber lauben.

145

150

160

(c) Goethe　。Zur　Farbenlehre ‘ (1810) II. Historischer　Teil. 3.Abt.:　Gedenkausgabe. Zurich

(Artemis) Bd.l6. S.362.

Per Aberglaube ist der

-一一･

旦1!g1§!y]り旦dasEigentum schwacher, kleinffesinnter, zuriickschreitender, auf sich selbst be-

schrankter Menschen. …



獄
と
か
冥
界
の
役
割
を
果
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
啓
蒙
時
代
の
『
人
間
論
』
で
打
倒
さ
れ
る
べ
き

重
大
な
標
的
た
る
「
迷
信
」
が
産
声
を
あ
げ
、
更
に
は
「
暴
君
」
さ
な
が
ら
に
君
臨
す
る
所
に
、

「
大
理
石
」
の
「
神
々
」
の
「
偶
像
」
が
祭
ら
れ
た
神
殿
が
聳
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も

『
イ
ー
リ
ア
ス
』
の
翻
訳
で
名
高
い
ポ
ー
プ
に
と
り
ま
し
て
は
、
こ
の
神
話
世
界
こ
そ
無
限
に
豊

か
な
詩
歌
創
作
の
溢
れ
る
泉
で
し
た
。
故
に
只
今
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
箇
所
が
、
殊
の
ほ
か
生

彩
を
放
つ
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
他
方
ハ
ラ
ー
の
場
合
も
事
情
は
余
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
古
典
詩
文
へ
の
親
し
み
の
深

さ
と
い
う
点
で
は
ま
ず
ホ
ー
プ
に
及
ば
な
い
と
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
各
々
の
詩
句
を
比
べ

ま
す
れ
ば
納
得
が
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
資
料
㈹
の
㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
『
理
性
論
』
で
「
迷

信
」
を
扱
っ
た
第
一
四
三
句
以
下
を
訳
し
て
み
ま
す
。

　
黄
金
時
代
の
英
雄
た
ち
は
や
が
て
、
幾
多
の
勝
利
の
後
に
、

　
策
略
と
追
従
に
よ
り
（
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
）
天
界
へ
と
推
参
し
た
。

　
世
は
必
死
に
崇
拝
し
た
、
生
き
て
世
を
荒
廃
せ
し
者
を
。

そ
し
て
バ
ビ
ロ
ン
の
主
神
マ
ル
ド
ゥ
ク
、
即
ち
犬
神
ゼ
ウ
ス
は
、
車
（
裂
き
の
刑
）

悪
徳
さ
え
も
が
、
神
々
の
属
性
と
し
て
許
容
さ
れ
、

そ
し
て
人
々
は
、
神
々
の
不
面
目
を
世
の
例
と
す
る
こ
と
が
出
来
た
。

貪
欲
、
虚
言
、
豪
奢
、
そ
し
て
非
難
さ
れ
る
事
が
、

黄
金
で
飾
ら
れ
て
祭
壇
に
坐
り
、
そ
し
て
聖
な
る
香
を
享
け
た
の
だ
。

今
や
世
は
神
殿
や
林
苑
に
満
ち
、

更
に
神
々
も
集
っ
た
。
そ
し
て
貴
金
属
に
飾
ら
れ
。

や
が
て
祭
司
は
俗
衆
の
視
線
を
捕
え
。

か
っ
望
ん
だ
。
自
ら
の
神
の
如
く
、
俗
衆
に
崇
敬
さ
れ
ん
こ
と
を
。

更
に
第
一
五
七
句
へ
参
り
ま
す
。

　
真
理
は
深
い
闇
に
被
わ
れ
、

　
理
性
は
下
女
と
な
り
、
知
恵
は
蹟
き
と
な
っ
た
。

　
か
く
し
て
前
世
は
、
考
え
ら
れ
る
に
値
す
る
力
を
奪
わ
れ
、

　
そ
し
て
万
事
は
、
狭
滑
な
迷
信
に
脆
い
た
の
だ
。

に
値
し
た
。

　
『
人
間
論
』
と
比
べ
ま
す
と
『
理
性
論
』
で
は
、
「
迷
信
」
に
関
し
て
抽
象
度
の
高
い
言
葉
が
目

に
つ
き
、
躍
動
す
る
詩
歌
象
徴
に
欠
け
る
嫌
い
が
あ
り
ま
す
。
但
し
共
に
「
迷
信
」
の
話
題
と
さ

れ
た
詩
節
こ
そ
が
、
力
溢
れ
る
重
厚
な
文
体
で
見
事
な
盛
り
上
が
り
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。

　
此
所
で
ハ
ラ
ー
の
『
理
性
論
』
に
あ
る
「
迷
信
」
と
「
不
信
仰
」
を
区
別
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

そ
の
た
め
に
参
考
と
な
る
言
葉
を
、
資
料
㈲
の
㈲
に
ゲ
ー
テ
の
『
色
彩
論
、
歴
史
篇
』
第
三
部
よ

り
揚
げ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
「
不
信
仰
」
が
精
神
力
の
欠
如
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
「
迷
信
が
、

精
力
溢
れ
偉
業
を
な
し
前
進
す
る
人
々
の
遺
産
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
前
進
す
る

人
々
」
に
ホ
ー
プ
も
ハ
ラ
ー
も
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
ど
こ
ろ
が
両
者
の
受
け
継
い
だ
『
遺
産
』

は
同
じ
で
あ
り
ま
せ
ん
。
即
ち
ハ
ラ
ー
が
只
今
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
『
理
性
論
』
第
一
五
三
句

で
「
祭
司
（
汐
ｔ
器
～
）
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
牧
師
（
Ｐ
ａ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
)
な
ら
ぬ
神
官
や
司
祭
を
意
味

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
新
教
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
詩
人
が
受
け
継
い
だ
「
遺
産
」
は
、
旧

教
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ホ
ー
プ
の
「
遺
産
」
た
る
神
話
世
界
に
加
え
て
、
更
に
宗
教
改
革
ま
で
の
キ
リ

ス
ト
教
中
世
も
含
ま
れ
た
膨
大
な
も
の
で
す
。
で
す
が
ハ
ラ
ー
の
場
合
は
神
話
世
界
ギ
リ
シ
ア
の

遺
産
を
ホ
ー
プ
ほ
ど
真
面
目
に
継
承
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
少
な
く
と
も
『
理
性
論
』
の
第
一

五
一
句
以
下
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
所
謂
ギ
リ
シ
ア
ー
ロ
ー
マ
神
話
と
一
括
さ
れ
た
通
俗
化
し
た

理
解
に
基
づ
い
て
い
る
と
申
せ
ま
す
。

　
勿
論
ホ
ー
プ
の
場
合
も
詰
る
所
こ
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
原
典
に
親
し
ん
だ
重
み
に
は
抜
き
難

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
但
し
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
と
云
う
言
葉
通
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
ニ
ー

チ
ェ
を
前
に
す
れ
ば
ホ
ー
プ
の
ギ
リ
シ
ア
理
解
は
相
当
に
大
き
な
限
界
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

点
は
碩
学
ハ
ラ
ー
も
大
同
小
異
で
、
結
局
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
模
倣
論
』
（
一
七
五
五
年
）
よ

り
今
日
に
至
る
ま
で
止
む
こ
と
な
き
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
福
音
が
両
者
か
ら
は
聞
こ
え
て
来
ま
せ
ん
。

こ
の
福
音
は
宗
教
改
革
以
来
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
者
特
有
の
純
粋
な
心
情
よ
り
溢
れ
出
で
、
こ
れ
が

神
話
世
界
を
「
迷
信
」
ど
こ
ろ
か
正
に
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
と
隆
起
さ
せ
ま
す
。
か
く
し

て
古
典
神
話
の
天
国
の
下
、
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
全
体
が
言
わ
ば
地
獄
と
化
し
、
大
い
な
る
伝
承
の

「
遺
産
」
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
筋
は
後
日
改
め
て
お
話
し
す

る
と
し
て
、
今
回
は
以
上
で
発
表
を
締
め
括
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

六
二
　
（
6
2
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
Ｉ
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）



六
三
　
（
6
3
）
　
高
知
大
学
学
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研
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報
告
　
第
四
十
七
巻
　
二
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九
八
年
）
　
人
文
科
学

此
所
に
ハ
ラ
ー
よ
り
カ
ン
ト
ヘ
と
繋
が
り
ゆ
く
「
理
性
」
の
特
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
も
は
や
「
理
性
」
は
啓
蒙
期
イ
タ
リ
ア
音
楽
の
よ
う
に
朗
々
と
明
か
る
い
施
律
を
歌
い
上
げ
ま

せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
に
バ
ッ
ハ
か
ら
ベ
ー
ト
ヅ
エ
ン
を
へ
て
ブ
ラ
ー
ム
ス
ヘ
と
至
る
古
典
音
楽
に

特
有
の
深
い
陰
影
を
宿
し
、
文
字
通
り
「
理
性
は
月
影
の
如
く
、
…
自
ら
の
訥
弁
で
神
を
称
え
る
」

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
は
や
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
イ
の
『
四
季
』
や
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
の

よ
う
に
、
外
に
向
け
て
心
や
頭
の
内
実
を
開
き
陳
べ
る
の
で
は
な
く
、
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
や

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
如
く
内
面
性
豊
か
な
慎
み
深
い
精
神
の
奥
底
か
ら
、
ハ
ラ
ー
の
　
『
理
性
論
』

第
三
六
三
句
の
言
葉
通
り
「
余
り
に
口
ご
も
り
勝
ち
（
Ｚ
ｕ
　
ｓ
ｔ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｎ
ｄ
）
」
で
は
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
言
わ
ば
嬬
銀
の
色
合
い
で
想
念
が
多
岐
に
わ
た
り
う
ね
り
つ
つ
展
開
し
ま
す
。
も
は
や

「
理
性
」
は
雄
弁
に
聴
衆
を
意
識
し
て
語
ら
ず
、
む
し
ろ
自
ら
の
魂
の
底
よ
り
静
か
に
聞
こ
え
て

来
る
内
な
る
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
「
訥
弁
で
神
を
称
え
る
」
と
言
え
ま
す
。
こ
の
点
ハ
ラ
ー
の

『
理
性
論
』
第
三
六
三
句
の
言
葉
「
響
き
「
汐
ぼ
巳
」
も
、
瞳
目
す
べ
き
意
味
深
長
な
発
言
と

看
倣
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

③
「
猿
獲
な
迷
信
」

　
さ
て
、
こ
れ
迄
の
考
察
は
言
わ
ば
ホ
ー
プ
を
出
と
し
て
、
ハ
ラ
ー
の
魅
力
を
示
し
ま
し
た
。
な

ぜ
な
ら
ホ
ー
プ
に
比
ベ
ハ
ラ
ー
が
余
り
に
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
但
し
知
ら
れ
て
い
な
い

の
は
丁
度
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
よ
り
も
カ
ン
ト
が
取
り
つ
き
に
く
い
の
と
似
た
理
由
か
ら
で
あ
る
点
も

御
了
解
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
一
度
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
内
に
隠
っ
た
音
色
に
魅

せ
ら
れ
ま
す
と
、
い
つ
し
か
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
な
ど
忘
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
と
同
じ
様
に
、

『
理
性
論
』
の
探
求
に
う
ね
る
省
察
は
『
人
間
論
』
の
蔵
言
風
雄
弁
を
凌
ぐ
言
わ
ば
沈
黙
の
重
み

を
度
重
な
る
問
い
か
け
の
中
に
宿
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
問
う
こ
と
は
敬
虔
な
こ
と
で
あ
る
(
Ｆ
ｒ
ａ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｉ
ｓ
ｔ
　
Ｆ
ｒ
ｏ
ｍ
ｍ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
言
）
と
は
、
今
は
亡
き

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
弁
明
」
（
一
九
六
六
年
）
の
言
葉
で
す
が
、
こ
の
言
明
は
ハ
ラ
ー
か
ら
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
－
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
し
る
べ

や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
と
至
る
理
念
追
求
(
Ｉ
ｄ
ｅ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）
の
歩
み
を
辿
る
上
で
道
標
と
な
り
ま

す
。
そ
し
て
正
に
こ
の
問
う
こ
と
が
、
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
に
見
当
た
ら
な
い
の
を
、
私
は
物

足
り
な
く
思
う
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
『
人
間
論
』
の
持
ち
昧
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
物
事
を

表
現
し
描
写
し
て
ゆ
く
所
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
私
か
読
み
ま
し
た
限
り
、
ホ
ー
プ
が
教
訓
を
簡

明
直
載
な
歳
言
へ
と
丸
め
て
転
が
り
出
し
て
い
る
所
よ
り
は
、
む
し
ろ
詩
人
が
そ
の
様
な
教
師
た

る
こ
と
を
何
時
と
は
な
し
に
忘
れ
て
、
自
ら
の
詩
歌
象
徴
に
の
め
摺
り
込
ん
で
い
る
箇
所
に
、
生

彩
あ
る
表
現
が
見
い
出
せ
ま
し
た
。
そ
れ
を
資
料
㈲
の
㈲
に
示
し
ま
し
た
。
『
人
間
論
』
第
三
書

簡
の
第
二
四
五
句
以
下
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
話
題
の
中
心
は
「
迷
信
」
と
「
偶
像
」
の
「
神
々
」
の
世
界
、
つ
ま
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話
文

化
圏
で
す
。

力
が
ま
ず
征
服
し
、
征
服
は
法
律
を
作
っ
た
。

迷
信
が
暴
君
に
恐
怖
を
教
え
。

圧
制
に
参
与
し
、
援
助
を
与
え
、

征
服
者
を
神
と
し
、
人
民
を
奴
隷
と
し
た
。

電
光
は
燃
え
、
雷
鳴
は
轟
き
、

山
獄
は
動
き
、
大
地
は
呻
く
、
そ
の
さ
な
か
に
、

迷
信
は
弱
者
と
論
者
に
、

見
え
ざ
る
力
、
比
倫
を
絶
し
て
強
力
な
る
も
の
に
、

平
伏
し
、
祈
祷
す
る
こ
と
を
教
え
た
。

地
の
裂
け
、
空
の
破
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

神
々
が
降
り
、
魔
神
が
立
ち
あ
が
る
の
を
見
、

地
上
は
恐
し
き
と
こ
ろ
、
天
上
は
幸
い
な
る
と
こ
ろ
と
定
め
た
も
の
は
、
迷
信
で
あ
っ
た
。

更
に
第
二
六
一
句
以
下
へ
と
参
り
ま
す
。

　
慈
悲
は
姿
を
隠
し
て
、
激
情
の
み
が
支
配
し
、

　
憎
悪
の
上
に
地
獄
が
、
侶
傲
の
上
に
天
国
が
つ
く
ら
れ
た
。

　
か
く
て
天
の
宮
居
は
神
聖
を
失
い
、

　
祭
壇
は
大
理
石
と
な
っ
て
、
凄
惨
な
血
に
畑
っ
た
。

　
祭
司
は
こ
こ
に
始
め
て
生
臭
き
も
の
を
試
み
、

　
恐
ろ
し
き
偶
像
は
次
い
で
人
血
を
啜
っ
た
。

第
二
六
四
部
の
「
大
理
石
」
か
ら
明
ら
か
に
、
次
の
「
偶
像
」
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
に
他
な

ら
な
い
と
読
め
ま
す
。

　
古
典
古
代
の
神
話
世
界
は
、
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
ポ
ー
プ
に
と
り
、
一
応
す
で
に
乗
り
越
え

ら
れ
克
服
さ
れ
た
歴
史
の
過
去
を
意
味
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
決
し
て
無
意
味
な
埋
も
れ
た
遺

物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
西
欧
が
天
国
へ
と
目
指
す
折
の
踏
み
台
と
し
て
、
言
わ
ば
地



内
実
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

恂
「
理
性
は
月
影
の
如
く
…
」
（
く
ｅ
ｒ
ｎ
ｕ
ｎ
ｆ
ｔ
　
ｋ
ａ
ｎ
ｎ
｡
　
w
i
e
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｏ
ｎ
ｄ
｡
…
）

　
以
上
で
『
人
間
論
』
と
『
理
性
論
』
と
の
大
凡
の
特
徴
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
一

方
で
簡
明
直
載
な
フ
ラ
ン
ス
精
神
（
図
召
耳
）
に
ホ
ー
プ
の
名
作
は
最
大
級
の
讃
辞
を
以
て
迎

え
ら
れ
ま
し
た
。
他
方
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
お
い
て
幾
重
に
も
う
ね
る
思
念
の
裴
が
既
に
ハ
ラ
ー

の
歌
声
か
ら
聴
き
取
ら
れ
ま
し
た
。
更
に
今
度
は
両
者
の
対
比
を
、
光
の
世
紀
に
啓
蒙
の
大
黒
柱

と
な
り
ま
す
「
理
性
」
に
関
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
即
ち
此
所
に
「
人
間
」
の
知
性

や
精
神
力
を
如
何
に
把
え
る
の
か
？
　
と
い
う
大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
－
　
１
１
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
ｓ
ｌ
　
ｌ

　
ま
ず
資
料
圓
の
㈲
で
『
人
間
論
』
第
二
書
簡
の
第
一
一
五
句
以
下
に
お
い
て
、

プ
が
「
自
然
」
に
結
び
付
け
て
い
る
の
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

理
性
は
「
自
然
」
の
道
に
則
っ
て
、

欲
望
を
従
え
、
混
合
し
て
、
「
自
然
」
と
神
と
に
従
え
ば
よ
い
の
だ
。

愛
と
希
望
と
歓
喜
は
、
美
し
い
快
楽
の
一
族
で
、

憎
悪
と
恐
怖
と
悲
哀
は
、
苦
痛
の
家
族
だ
。

こ
れ
ら
を
巧
み
に
混
合
し
て
適
当
な
埓
内
に
抑
え
、

精
神
の
平
衡
を
崩
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
が
よ
い
。

光
と
影
が
よ
く
調
和
し
て
戦
え
ば
、

我
ら
の
人
生
に
力
と
色
彩
を
与
え
る
。

快
楽
は
常
に
我
ら
の
手
と
眼
の
中
に
あ
る
。

「
理
性
」
を
ポ
ー

実
に
明
暗
の
減
張
は
見
事
に
出
来
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
濃
淡
の
細
や
か
さ
に
欠

け
る
詩
句
の
中
で
、
「
理
性
」
は
昼
間
の
視
界
を
見
晴
ら
す
の
み
で
す
。
確
か
に
万
事
は
白
昼
の

下
に
お
け
る
が
如
く
明
快
に
割
り
切
ら
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
詰
ま
る
所
ホ
ー
プ
の
「
自
然
」

と
か
「
理
性
」
と
は
、
き
ち
ん
と
し
た
合
理
性
に
適
う
も
の
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　
他
方
ハ
ラ
ー
の
『
理
性
論
』
は
決
し
て
非
合
理
な
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
理

性
」
は
紋
切
型
の
早
解
か
り
を
控
え
、
晴
が
ま
し
く
意
見
を
雄
弁
に
披
漫
せ
ず
、
慎
し
み
深
く
言

わ
ば
問
い
か
け
る
よ
う
に
尋
ね
ま
す
。
そ
の
例
を
資
料
②
の
㈲
に
あ
り
ま
す
『
理
性
論
』
第
三
一

七
句
以
下
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

い
か
に
し
て
始
め
て
永
遠
の
空
無
が
、
私
達
の
う
ち
に
お
い
て
或
る
存
在
と
な
っ
た
の
か
？

い
か
に
し
て
思
考
が
ま
ず
始
ま
り
、
異
質
な
諸
存
在
が
（
い
か
に
し
て
）

魂
の
用
具
と
な
っ
て
い
る
の
か
？
　
始
源
な
き
持
続
な
す
広
大
な
諸
圏
が
、

い
か
に
し
て
（
自
由
な
）
旅
を
阻
ま
れ
る
の
か
？

そ
し
て
（
如
何
に
し
て
）
永
遠
に
時
間
が
生
成
し
、
い
か
に
し
て
時
の
浅
瀬
が

永
遠
の
海
原
で
い
つ
か
消
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
？

こ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
天
地
人
間
に
問
う
こ
と
も
、
私
に
は
叶
え
ら
れ
な
い
の
だ
。

今
ま
で
の
例
で
お
解
か
り
に
な
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
は
言
わ
ば
出
来

上
が
っ
た
「
哲
学
」
を
教
え
て
お
り
、
『
理
性
論
』
で
ハ
ラ
ー
は
む
し
ろ
（
哲
学
す
る
こ
と

毎
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
)
Ｊ
へ
と
読
者
の
心
を
向
け
ま
す
。
そ
し
て
他
な
ら
ぬ
カ
ン
ト
自
身
が
「
哲

学
」
は
教
授
で
き
ぬ
が
、
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
指
導
で
き
る
と
申
し
て
い
る
の
で
す
。

や
が
て
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
詩
へ
と
実
り
ゆ
く
探
求
の
芽
生
え
が
此
所
に
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
探
求
す
る
問
い
か
け
が
根
気
よ
く
持
続
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
「
理
性
」
の
光
が

燈
火
を
掻
き
消
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
理
性
」
は
白
昼
の
下
に
意
識
を
曝

し
万
事
に
性
急
な
決
着
を
つ
け
ぬ
よ
う
用
心
深
く
見
守
る
の
で
す
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
言
う
批
判

に
繋
が
る
点
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
一
面
と
し
て
「
理
性
」
は
指
導
原
理
で
す
。
お
手
も
と
の

資
料
②
の
㈲
で
、
『
理
性
論
』
の
第
二
七
七
句
が
、
「
理
性
」
を
「
導
き
の
星
(
ｄ
ｅ
ｒ

　
Ｌ
ｅ
ｉ
ｔ
-

ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
）
」
と
し
て
い
る
通
り
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
が
「
理
性
」
は
白
昼
の
太
陽
と
中
し
ま

す
よ
り
、
む
し
ろ
「
わ
が
内
な
る
道
徳
律
」
と
響
き
合
う
「
わ
が
頭
上
に
輝
く
星
辰
の
天
界
」
に

点
る
心
の
燈
火
に
相
応
し
い
も
の
で
す
。
此
所
に
ハ
ラ
ー
の
印
象
深
い
詩
句
「
理
性
は
月
影
の
如

く
・
：
」
が
美
し
く
反
響
し
ま
す
。
只
今
御
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
資
料
問
の
㈲
に
併
せ
て
引
用
し
ま

し
た
。
『
理
性
論
』
第
三
五
九
句
以
下
が
そ
れ
で
す
。
訳
し
て
み
ま
す
。

理
性
は
月
影
の
如
く
、
闇
の
時
代
の
慰
め
と
し
て
、

鷲
色
の
液
を
貫
い
て
、
薄
明
の
下
に
私
達
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

真
理
の
曙
が
始
め
て
真
実
の
世
界
を
示
す
の
だ
。

日
輪
の
如
き
神
の
光
が
、
私
達
の
黄
昏
を
貫
き
下
る
時
に
。

（
そ
の
時
）
啓
示
さ
れ
た
教
え
の
響
き
に
対
し
て
は
、
余
り
に
口
ご
も
り
勝
ち
で
は
あ
る
が
、

理
性
は
こ
の
世
で
神
を
、
自
ら
の
訥
弁
で
称
え
る
義
務
が
あ
る
の
だ
。

六
四
　
（
6
4
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
－
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）



六
五
　
（
6
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
七
巻
　
こ
九
九
八
年
）
　
人
文
科
学

こ
の
点
カ
ン
ト
に
よ
る
ハ
ラ
ー
礼
讃
が
ま
ず
参
考
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ

た
鋭
い
知
性
と
極
め
て
慎
重
な
判
断
力
を
兼
ね
備
え
た
哲
学
者
に
は
、

何な
特

有1

で
抜
き
ん
で

上
が
っ
た
言

葉
が
見
当
た
ら
ぬ
か
ら
で
す
。
具
体
的
に
は
資
料
剛
の
㈲
で
、
そ
こ
に
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と

理
論
』
よ
り
の
抜
粋
に
、
「
ハ
ラ
ー
」
が
「
ド
イ
ツ
語
圏
の
詩
人
の
う
ち
で
最
も
崇
高
な
詩
人
」

と
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
文
学
史
上
ハ
ラ
ー
と
申
し
ま
す
と
、
ま
ず
『
ア
ル
ペ
ン
山
脈
』
（
一
七
二
九
年
）
が

想
い
浮
か
び
ま
す
。
但
し
残
念
な
が
ら
目
下
わ
が
国
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
で
は
、
後
に
も
先
に
も

こ
の
自
然
詩
に
限
ら
れ
て
ハ
ラ
ー
が
話
題
と
さ
れ
気
味
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
思
索
に
深
く
沈

み
熟
慮
省
察
な
す
哲
学
者
が
「
最
も
崇
高
な
　
・
：
」
と
称
え
た
折
に
は
、
必
ず
や
「
自
然
詩
」
と

か
単
な
る
「
教
訓
詩
」
に
留
ま
ら
ぬ
も
の
、
即
ち
敢
て
思
想
詩

（
（
ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｋ
)
と
ま
で

言
い
得
る
思
念
の
脈
動
が
脳
裏
を
掠
め
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
此
所
で
は
著
名
な
自
然

詩
と
同
じ
年
、
つ
ま
り
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
お
よ
び
文
豪
レ
ッ
シ
ン
グ
の
誕
生
し
た
一
七
二
九
年

に
物
せ
ら
れ
ま
し
た
別
の
作
品
、
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
っ
い
て
の
考
え
』
を
、
ハ
ラ
ー
の

『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
よ
り
取
り
上
げ
、
啓
蒙
時
代
十
八
世
紀
教
訓
詩
の
典
型
と
看
倣
さ
れ
ま

す
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
と
の
対
比
の
下
に
、
言
わ
ば
『
理
性
論
』
と
申
せ
ま
す
当
作
品
を
考
察

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
最
初
の
問
題
点
は
、
ど
の
点
に
『
人
間
論
』
が
格
別
に
教
訓
詩
た
る
ゆ
凡
ん
が
存
す
の
か
ｙ
・

と
言
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
資
料
剛
の
㈲
に
引
き
ま
し
た
『
人
間
論
』
冒
頭
の
「
構
想
」

が
参
考
に
な
り
ま
す
。
平
凡
社
『
世
界
名
詩
集
大
成
』
第
九
巻
の
和
訳
で
以
下
ホ
ー
プ
の
『
人
間

論
』
を
御
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
「
構
想
」
に
曰
く
。
「
も
し
私
の
論
文
に
な
に
が
し
か
の
長
所
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
見
対
立
す
る
極
端
な
学
説
の
中
間
に
棹
さ
し
、
意
味
の
捕
捉
に
苦
し

む
言
葉
を
避
け
、
穏
健
に
し
て
矛
盾
の
な
い
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
倫
理
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
る

点
に
あ
る
と
思
う
」
。
此
所
に
『
人
間
論
』
が
広
く
人
口
に
檜
灸
さ
れ
た
理
由
が
見
い
出
さ
れ
ま

す
。
そ
し
て
記
憶
に
刻
み
込
ま
れ
易
い
言
わ
ば
明
快
に
割
り
切
っ
た
節
度
が
、
『
人
間
論
』
に
特

有
の
的
確
な
腹
言
風
文
体
の
骨
子
を
成
し
て
い
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

　
そ
れ
は
当
時
十
八
世
紀
に
好
ま
れ
た
言
葉
で
「
エ
ス
プ
リ
（
詞
訟
）
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
、

当
然
カ
ン
ト
の
著
作
に
通
ず
る
ハ
ラ
ー
の
晦
渋
な
う
ね
る
文
体
に
は
望
み
得
な
い
特
性
で
す
。
と

こ
ろ
で
詩
人
ホ
ー
プ
が
、
こ
の
特
性
を
金
科
玉
条
と
し
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
料
剛
の

㈲
を
御
覧
下
さ
い
。
研
究
社
の
新
英
米
文
学
評
伝
叢
書
『
ホ
ー
プ
』
に
は
、
こ
の
興
味
深
い
一
七

〇
六
年
ウ
ォ
ル
シ
ュ
宛
書
簡
が
引
用
さ
れ
、
こ
う
和
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
世
人
は
、
何
事
に
つ

け
て
も
、
ま
た
ど
ん
な
場
合
で
も
、
彼
等
の
い
わ
ゆ
る
機
智
（
捌
守
）
ば
か
り
を
求
め
、
人
間

の
本
性
が
赤
裸
な
真
実
を
求
め
、
殆
ど
虚
飾
的
な
表
現
を
許
さ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え

ま
せ
ん
」
。
本
根
と
立
前
つ
ま
り
心
根
と
表
現
と
は
『
人
間
論
』
に
お
い
て
必
ず
し
も
同
じ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
ホ
ー
プ
が
持
て
囃
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
印
象
深
い
歳
言
風
の
金
言
ゆ
え
で

し
た
。
そ
の
例
を
資
料
田
の
㈲
で
確
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
人
間
論
』
第
一
書
簡
の
第
二
六
五

句
以
下
で
す
。

万
物
を
支
配
す
る
偉
大
な
精
神
が
規
定
し
た
仕
事
や
努
力
を
嘆
く
の
も
、

そ
の
馬
鹿
さ
加
減
は
、
み
な
同
じ
こ
と
だ
。

一
切
は
堂
々
た
る
一
個
の
全
体
の
部
分
な
の
だ
。

自
然
は
そ
の
肉
体
で
、
神
は
そ
の
魂
だ
。

い
つ
と
は
な
し
に
読
者
は
何
か
し
ら
解
っ
た
気
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
省
察

(
Ｐ
ｅ
ｎ
ｓ
ｅ
ｅ
ｓ
)
は
、
そ
こ
で
大
団
円
を
迎
え
金
言
が
貯
蓄
さ
れ
る
所
に
終
始
せ
ず
に
、
む
し
ろ
そ

こ
か
ら
新
た
な
問
い
か
け
と
共
に
萌
え
出
ず
る
も
の
で
す
。

　
正
に
物
思
い
に
沈
み
が
ち
な
ハ
ラ
ー
の
詩
句
が
芽
吹
く
の
が
此
所
で
す
。
例
え
ば
資
料
田
の
剛

を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
『
理
性
論
』
の
第
九
三
句
以
下
に
、
金
言
と
か
歳
言
へ
と
縁
取

り
さ
れ
な
い
省
察
に
う
ね
る
思
念
の
脈
動
が
見
ら
れ
ま
す
。

私
達
は
存
在
し
、
誰
も
が
十
分
に
そ
れ
を
意
識
し
、

否
み
得
ぬ
感
情
が
、
私
達
の
胸
の
中
で
証
人
と
な
る
。

だ
が
何
処
に
私
達
は
由
来
し
、
何
に
私
達
は
成
る
べ
き
な
の
か
？

こ
の
こ
と
を
私
達
の
創
造
主
は
、
賢
者
に
の
み
示
そ
う
と
欲
し
た
。

此
所
に
張
り
渡
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
お
死
す
べ
き
人
間
た
ち
よ
、
霊
魂
の
力
（
曽
ぼ
ａ
）

　
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
知
る
こ
と
が
永
遠
に
役
立
つ
と
と
も
に
、
迷
う
こ
と
が
損
害
を
与
え
得
る
の
だ
／
・

ハ
ラ
ー
の
場
合
は
、
無
限
の
過
去
と
久
遠
の
未
来
と
に
懸
か
る
心
の
弦
に
共
鳴
し
て
、
何
事
も
納

得
す
べ
く
断
言
さ
れ
て
い
る
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
熟
慮
省
察
に
織
り
成
さ
れ
な
が
ら

万
事
が
問
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
『
人
間
論
』
で
は
、
見
え
ざ
る
「
霊
魂
の
力
「
印
咎
‐

罵
乞
」
が
影
を
ひ
そ
め
、
先
程
の
引
用
で
確
か
め
ま
し
た
通
り
、
何
事
も
明
快
に
提
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
「
最
も
崇
高
な
・
：
」
と
あ
り
ま
し
て
も
、
カ
ン
ト
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
で
は
、
こ
の
様
に
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］
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ｂ
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六
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ｎ
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ｎ
ｎ
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真
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八
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（
6
3
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頁

圓
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滑
な
迷
信
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(
Ｓ
ｃ
ｈ
ｌ
ａ
ｕ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
)
　
　
　
　
　
　
　
六
三
（
6
3
）
頁
上
ハ
ニ
（
6
2
）
頁

欧
文
資
料
（
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
已
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
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8
）
頁
－
六
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1
）
頁

Ｎ
ｕ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
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ｎ
ｉ
ａ
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ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
／
　
Ｓ
ｏ
ｍ
ｍ
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ｉ
ｒ
ｅ
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六
（
5
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頁
－
五
八
（
5
8
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頁

　
要
旨
(
Ｚ
ｕ
ｓ
ａ
ヨ
ヨ
ｅ
ｎ
ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｕ
ｎ
ｇ
)
約
六
〇
〇
字

　
旧
教
徒
ホ
ー
プ
の
『
人
間
論
』
と
同
様
ギ
リ
シ
ア
を
迷
信
の
神
話
世
界
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、

新
教
徒
ハ
ラ
ー
の
『
理
性
論
』
は
旧
教
を
も
迷
信
と
批
判
す
る
点
な
ど
、
や
が
て
批
判
哲
学
で
開

花
す
る
徹
底
性
に
貫
か
れ
て
い
る
。
他
方
『
哲
学
書
簡
』
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
『
人
間
論
』
に
最

大
級
の
讃
辞
を
呈
す
る
根
拠
は
、
明
快
に
割
り
切
っ
た
節
度
と
考
え
ら
れ
、
ホ
ー
プ
自
身
も
「
穏

健
に
し
て
矛
盾
の
な
い
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
倫
理
体
系
を
つ
く

実
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
本
心
か
ら
で
は
な
い
が
、
意
図

系
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
こ
と
を
目
指
し
、

　
　
　
　
●
１
一
ｉ
一
エ
ス
リ

し
て
時
流
の
啓
蒙
精
神
に
適
う
べ
く
努
め

見
事
成
功
を
収
め
た
。
反
し
て
既
成
の
哲
学
を
教
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
哲
学
す
る
こ
と
を
目
指

す
と
言
え
る
ハ
ラ
ー
の
詩
句
は
、
文
字
通
り
「
理
性
が
神
を
訥
弁
で
称
え
る
」
が
如
き
探
究
に
う

　
９
●
●
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
一
一
・
１
一
争
　
　
　
　
　
　
い
っ

ね
る
省
察
の
軌
跡
で
あ
り
、
決
し
て
『
人
間
論
』
の
よ
う
に
蹴
言
風
に
縁
取
り
さ
れ
ず
、
何
時
と

は
な
し
に
教
訓
詩
か
ら
思
想
詩
へ
と
深
ま
り
ゆ
く
。
故
に
哲
学
者
カ
ン
ト
が
ハ
ラ
ー
を
「
ド
イ
ツ

語
圏
の
詩
人
の
う
ぢ
で
最
も
崇
高
な
詩
人
」
と
推
し
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

六
六
　
（
6
6
）

。
と
か
く
『
人
間
論
』
は
教
訓
を
蔵
言
へ
と
丸
め
て
転
が
り
出
す
巧
妙
さ
で
目
を
引
く
が
、
他
方

ホ
ー
プ
が
自
ら
の
表
現
へ
と
の
め
摺
り
込
ん
で
生
彩
あ
る
迷
信
の
神
話
世
界
を
活
写
し
て
い
る
箇

所
も
白
眉
で
あ
る
。
こ
れ
程
見
事
で
は
な
い
が
ハ
ラ
ー
の
場
合
も
「
校
揖
な
迷
信
」
の
描
写
で
重

厚
な
文
体
が
盛
り
上
が
る
。
共
に
不
信
仰
は
そ
れ
程
の
力
量
を
有
せ
ず
、
「
迷
信
が
精
力
溢
れ
偉

業
を
な
し
前
進
す
る
人
々
の
遺
産
で
」
あ
り
、
こ
れ
が
両
作
品
と
も
に
新
時
代
の
理
性
と
鋭
い
明

暗
を
織
り
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

剛
「
最
も
崇
高
な
・
：
」
（
口
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ｔ
ｅ
-
-
-
)

　
皆
様
も
御
存
知
の
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
（
一
七
二
九
年
）
や
『
救
世
主
』
（
一
七
四
二
年
）
が
作

曲
さ
れ
ま
し
た
頃
、
各
々
の
生
ま
れ
た
国
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
文
芸
は
一
体
ど
ん
な
風
で
し
た

で
し
ょ
う
か
？
　
丁
度
ヘ
ン
デ
ル
の
歌
声
に
似
て
一
世
を
風
扉
い
た
し
ま
し
た
の
が
、
ホ
ー
プ
の

教
訓
詩
『
人
間
論
』
（
一
七
三
三
年
－
三
四
年
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
資
料
田
の
㈲
に
引
用
い

た
し
ま
し
た
『
哲
学
書
簡
』
の
第
二
二
に
お
き
ま
し
て
、
時
流
の
啓
蒙
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
、
こ

れ
を
「
最
も
美
し
い
最
も
為
に
な
る
最
も
崇
高
な
教
訓
詩
」
と
太
鼓
判
を
お
し
ま
し
た
よ
う
に
、

ヘ
ン
デ
ル
の
『
救
世
主
』
を
自
国
語
で
耳
に
し
た
英
国
人
も
、
恐
ら
く
同
じ
様
な
最
大
級
の
礼
讃

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
事
態
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
流
の
万
歳
斉
唱
（
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｌ
ｕ
j
已
に
終
始
す
る
と
な
り

ま
す
と
、
私
達
は
此
所
で
時
流
の
啓
蒙
家
に
『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
を
突
き
つ
け
て
、
と
く
と
芸
術

の
「
最
も
美
し
い
最
も
為
に
な
る
最
も
崇
高
な
」
る
点
を
考
え
直
し
て
み
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
－
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）



「遍き無が･･●大洋の如く」－ハラー『永遠についての未完の頌歌』(1736年）（高橋）

,｡EIN ALLGEMEINES NICHTS…WIE DER OCEAN"

― Hallers 。Unvollkommenes Gedicht Liber die Ewigkeit ″

67

(1736) -

　Katsumi TAKAHASHI
（1）｡ＧＯＴＴ’ODER 。ＮＩＣＨＴＳ’

(a) Haller, Albrecht (1708-1777)。Unvollkommne Ode liber die Ewigkeit" 13 Strophen. 116 Verse:

｡Versuch Schweizerischer Gedichte “ 3.Aufl. 1743. S.149-153; Gedichte und Interpretationen. Bd,2.

Aufklarung und Sturm und Drang. Stuttgart (Reclam-UB. 7891) 1983. S.67-71.

＊。Selbst die Ewi keit, so schauderhaft erhaben sie auch ein Haller schildern mag, …“(Kant

　｡Kritik der reinen Vernunft “ l.Aufl. 1781. S.613; 2.Aufl. 1787. S.641: Akademie-Textausgabe.

　1968. Bd.3. S.409)

＊＊｡Wir finden z.B. bei Haller eine beriihrnte worm es

heiBt: Ich haufe ungeheure Zahlen, …“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･.

(Hegel　。Enzyklopadie　der　philosophischen　Wissenschaften“　I.Teil.§. 104. Zusatz　2:

Suhrkamp-Werke. 1969-1971. Bd.8 S.220)

Unendlichkeit! wer misset dich?

Ich hauffe ungeheure Zahlen

　Gebiirge Millionen auf.

Ich welze Zeit auf Zeit / und Welt auf Welt zu Hauf /

Und wann ich von der grausen Hohe

　Mit Schwindeln wieder nach dir sehe /

1st alle Macht der Zahl vermehrt raittausend inahlen

　Noch nicht ein Theil von dir /　　し

　Ich zieh sie ab und Du liegst ganz vor mir.

　Ｏ GOtt du bist allein des AUes Grund

Du Sonne bist das MaaB der ungemeBnen Zeit /
　　一一一一一一

Du bleibst in gleicher Kraft und wirst nicht untergehen /

　Du giengest niemals auf und wirst nicht untergehen /

　Ein einzig Itzt in dir / ist lauter EwigkerL

Ja / konnten nur in dir die festen Krafte sinken

　So wurde bald mit aufgesperrtem Schlund

Ein all emeines Nichts des Ｗｅｓｅnsganzes Reich /

　Die Zeit und Ewigkeit zugleich /

　Als wie der Ocean ein Tropfgen Wasser trinken.

(b) Haller。Unvollkommne Ode liber die Ewigkeit" Str.2.V.11-26

　Mein Freund ist hin.

　Sein Schatten schwebt mir noch vor dem verwirrten Sinn;

Mich diinktich seh sein Bild / und hore seine Worte:

Ihn aber halt am ernsten Orte

37(Ⅵ)

70

(IX)

75(Ｘ)

80

（Ｈ）
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Der nichts zuriickelaBt

Die Ewigkeit mit starken Armen fest

15

(c) Stauble, Eduard: Ａ .Haller － der Dichter zwischen:den ZeitenレVersuch einer stilkritischen

und geistesgeschichtlichen Interpretation seines 。Unvollkommenen Gedichts iiber die Ewigkeit “;

Der Deutschunterricht. Bd.8. 5,Heft. 1956. S.5-23　　　＼ニ　　犬∧　　　　……

　　　　　｡Vorstofi“(S.13-15) uber die:V.31-74 (Str.V-Iχ) der ，川衣ｏｎｋｏｍ血nenｏｄｅ“
：

　　　　　｡Aufschwung“(S. 15-16) uber die V,75-84 (Str.χ) der 。０ｄｅ“

　　　　　｡Ruckschwung“(S.16-17) uber die V.85-116 (Str｡XI-Ｘ皿ト（!ｅr。0d.ｅ“＼

　Aufschwung…Auf dem Wege uber die Ewigkeit gelangt Haller zur Vorstellung Gottes und

　zum Glauben an Gott. …Gott ist der ruhende Ｐ０１in der Erscheinungen Flucht. …{S.15/S.16)

　…Riickschwung…das ganze　Universura und dieこEwigkeitねat Haller damit der neuen

　Gottesschau untergeordnet. Und von diesem Gi fel der Gotteserkenntnis schwingt er wieder

　zuriick zum Menschenト(str.xi-xm)･･･ (S.16/S.17)…Ruckfalい･･ Die noch folgenden Verse　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　___＿＿_＿_｡

　(Str.χIV) fiigteer erst etwa zehn Jahre spater（in･･d昨コ4.Aufl。des。Vers:収hS Schweizerischer

　Gedichte “　1748) bei. Sie muten selsam an　und　enthiillen　ｓ如h　bei　genauer　Betrachtung

　eigentlich　als　vollstandigf?ｒ　Riicksturz　aus　errun enem Glaubensoptimismus　in　den
　　　　　　　　　　　－一一一一一一一一　－一一一一一一一一一一一一･

(d) Pascal。Pensees “ Brunschvicg-Ausgabe. Nr.2O6: CEuvres completes. Bibiotheque de la Pleiade

Paris (Gallimard) 1954. S.1113 (Nr.91).

　Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraie･

＊　Bruno 。De l'infinito, universo, et ｍｏｎｄｉ“(1584)

* * Copernicus 。De revolutionibus≒orbium coelestium:ｸﾞ(1543)〉】[jiberI. Caput 10: In medio 丿丿･

　residet Sol. ･･･ Sol residens …(Gesamtausgabe. Bd.2. Miinchen 1949. S.26)

（２）。REICH DER ＳＣＨＡＴＴＥＮ’　　　　　　　　　　　………==　ト　１ 万=;==･j=｡1=j==･｡:　　＼六大　　　十

(a) Brockes(1680-1747)。Das Firmament “ 20 Verse. V.6-8/V.16/V.19-20: 。Irdisches Vergniigen in

Gott“(1721-1748) 9 Teile. Teil 1. 1721 ； 。Auszug der vornehmst呻Gedichte aus dem Irdischen

VergnUgen in Gott“ Hamburg (Herold) 1738. Faksi血小･Nachd組直丿Stuttgart (Metzler) 1965.

S.477.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……

Es schwindelte mein Aug', es stockte meine Seele　∧　　　　　　　∧

Ob der unendlichen, unmaBig-tiefen Hole,　　　　　＼ト　　　　＼＼‥‥‥‥ト　　　　ニ

Die, wohl mit Recht, ein Bild der Ewigkeiten heiBt,

Mein gantzes Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Nichts,

AUein, o heilsams Nichts! eliickseligerVerlust!

AUgegenwart' ger Gottバｎ Dir fand ich mioh wieder.

(b) Klopstock (1724-1803)。Die　Allgegenwart

Miinchen (Hanser) 1962. S.81

Gottes“(1758) V.114-120:　Ausgewahlte　Werke.
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Hier steh ich Erde!

Was ist mein Leib　　　　　　１１５

Ｇｅｇｅｎdiese selbst den Engeln

Unzahlbare Welten!

Was sind diese selbst den Bngeln

Unzahlbare Welten

(c) Haller　。Die　Falschheit　menschlicher　Tugenden"(1730) V.289-290:　Gedichte. Frauenfeld

(Huber) 1882･｡2.,unveranderte Aufl. 1917. S.74

Ins innre der Natur dringt kein erschaffner Geist,

Zu gliicklich, wann sie noch die auBre Schale weist!　　　　　　　　∧

＊　Goethe(1749-1832)。Al lerdings / Dem Physikeド(1820) V.1-3: Werke. Hamburger Ausgabe.

Munchen (Beck/dtv) 1981/1982. Bd土S.359

　　｡Ins Innre der Natur －

　　0 du Philister! 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。●
一 一 一 一 一 一

　　, Dringt kein erschaffner Geist.“　　　　　　ダ

＊＊Ｇｏｅthe。Urfaust"( 1773-1775) V.24/V.29-30: Werke. Bd.3. S.367.

　　Drum hab ich mich der Magie ergeben,

　　DaB ich erkenne, was die Welt

(cl)Schiller(1759-1805)。Das Reich der Schatten“ 1795 （｡Das Ideal und das Leben “ 1804) Str.l.

V.1-3: Weimarer Nationalausgabe. Bd.l. 1943. S.247.

Ewi　klar und spie elrein und eben

FlieBt das zephyrleichte Leben　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　犬　　　　　●

Im Olymp den Seligen dahin.

(e) Schiller。Die Ideale" (1796) V.5-8: Nationalausgabe. Bd.l. S.234

　Kann nichts dich, Fliehende! verweilen,

０! meines Lebens goldne Zeit?　　　　　　　　　＼

Vergebens, deine Wellen eilen

Hinab ins Meer der Bwigkeitい

* Haller 。Unvollkommne Ode iiber die Ewigkeit″ Str.5. V.31-33｡

　　　Forchtbares Meer der ernsten Ewiffkeit!

Uralter Quell von Welten und Zeiten!

　Unendlichs Grab von Welten und von Zeit.

　＊＊　Haller　。Gedanken　Uber　Vernunft, Aberglauben　und　Unglauben" 1729 (｡Versuch

Schweizerischer Gedichte “ l.Aufl. 1732) V.321-322: Gedichte. S.57.

　Und ewig ward zur Zeit; und wie ihr seichter FluR　　　　　/　　　　　　＼

　Im Meer der Ewigkeit sich einst verlieren ｍｕＢ:



70 T高知大学学術研究報告ﾚ第47巻=:ﾚ(鈎闘年)……………人文科学……i…………万……=

{f)H6lderlin(1770-1843)
≫B･｢od

und Wein“こ｢1800-180｣)]S壮④くＶ謳ブゾＶ.皿卜卵犬………Stutt･garter
Gesamt-

ａｕ贈abe. 1946-1977/1985.〉Bd.2ゾS.91-92.六十‥‥‥‥く＼=y]:……ﾚｹﾞ…………＼……………=･:……＼=]……1……ﾉ…………こ万万|,…………:＼＼:=.………………………=十……

　Seeliges Ｇｒi叩瞼nland! du Haus der Himm恥chen入ａｎｅト∧＼∧＼／……ふ]S.91

　　　　∧　　．･．･･．　　　　　　･．　　　・．．　　・．:　　　……<ﾉｹ1……＞＞ダ……∧ﾚ………ﾄ:………∧:ﾉﾂ:＼〉∧＼……1…………ニS.92………

　Wo, wo leuchten sie denn√die ferhintreffenden Spriiぐhe?･:………ﾉﾉ…………∧＼…………|……∧…………1…………:………………　万………………

　　r)filnhi snVilnmmfirt nnr] 扮ｎ t.nnfit das PToBfi Geschik?∧=ﾔ∧1/…………∧………:☆十:…………|………………………Ｊ簡勁皿(……)

Wo ist das sohnelle? wo brichts,∧allgegenwartig聯十司政自ﾉ:Vり11

　Donnernd aus heiterer Luft Ub町 die Augen herein?………ﾉ………IJ万IJ:j°j=

Vater Aether!　　　…　　＼　　　　　ノ＼＼‥‥‥‥‥‥:………＼ｹ……………:∧ﾉ☆∧……
・　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　■■■　　･･ ・　････♂････

(3)｡WIDERHERSTELLENﾄＤＥＲﾄSEELEN"

(a) Haller｡Ｖ･ersuch Schweizerische･r Gedichte‘3.Au

Unter den neuern Stiick呻ist das 1りt蝉･好配]朕旦i坦

hoffen, daB ichs jemahls zu Ende bringen werde.

meinerr!Gemiithe wieder fiihlen,ニso wurde ich∧mir ein

liber die Entwickelun　der Kriifteへab etrennter Seelen a

　＊ニHallers Vorbemerkung∧zum Gedicht∧。Uber d･6り.:･,I=･..し

Jahren vor dem Tode 1777: Gedichte. S.118.　…………:………=::

　　Jetzt da mir die nahe]Ewig-keit alles in einemヶ政

　　　　　　　　　　　　　■　■　　■㎜a･=　　　　皿　･●　　　.●.･■■■･〃･●
　Mittel seien unv紅鮭押9椎胎旦丿統躾豹巨包娃y

　　Seelen angewendt hat, die Menschwerdung Cl

　　verkiindigte Wahrheit ，･sein genuぱthun f廿子=y

　　Begnadigung eroffnやt，匹

＊＊＼KljopStoCk 。Der Messias" Gesa贈I/II/11レ平

SING, unsterbliche Seele, der siindigenﾄＭｅ面尚皿T

(b) Less ing(1729-1781)。Die Religion"▽Gesang①上作匯

Teilen.」ﾖJongs　Goldene KlassikerトBibliothek∧1卵5ﾚ/l;Teilen.・Bongs　Goldene Klassiker∧Bibliothek∧1925ｿ/ﾃﾞ1叩9ﾂﾞｻ

Hildesheim (01ms) 1970. Teil 1. S,189f卜　　　＼ﾉ………＞∧=･=し.1=1.11一万:.･j

　Wodurch dem. Himmel treu allein ein Geist ｖｏｎ］Licht∧ﾚ＞………

In jene Dunkelheit mit

Die nach der grausen

Auf unsre Seelen harrt

Dies sei

　犬　　　　　　　　　　　　　Dein Feur, Religionﾄﾚﾉ…………=::=

Entfla皿ime皿einen Geist; d佃犬Herzﾄentflam口1st du scho

Sind Wurn und Menschen alsdann gleich hoffnunぱslos gestrec

Bleibt er ira Staube Staub?ニwird sioh einトneues∧影り畑痢………:ｹy∧万:………ﾚ……宍1:=宍=

Auf einer AUmacht Wink,しaus seiner Asche heben?しj=＼＞/………)………

Hier schweigt die Weisheit selbst, den Finger auf d

S｡246.

lasst mich nicht

re Munterkeit in

尚ｊ meine入Gedanken

..･･jj...゜.･.･.●･　■　　　●●
卜∧.ユn semen･spaten

鋤∧zeigt,………finde iむh, die

ぱ�ニwiderherstellむｎ der

犬jd面………Ewigkeituns

]ヶde血∧Zutrittzu　der

tｅﾄWerke. S.197.

J………1751):;Werke in 25

S.189
-
S.190

Nachdruck,

55



「遍ぎ無が…大洋の如く」－ハラー「永遠についての未完の頌歌」(1736年）（高橋）

Nimmt mich, ans Pult geheft, der ewige Gesang

Durch den der deutsche Ton zuerst in Himmel drangし‥

In Himmel ・・frommer Wahn! ‥Ｇｏtt ・・Geister ･･ ewig Leben　　　　＿＿＿__＿＿___＿＿__＿_

Vielleicht ein leerer Ton　den Dichter kiihn zu heben! ・･

Nimmt mich dies neue Lied ‥ｚｕ schon um wahr zu sein,

七
　　　　　一一一一一一一一

Was wiinscht der innre Schalk, erhitzt nach fremder Ehre,
　　　　--一一一--一一---一一一一一･

-

S.195 295

300

71

　Und lacherlich erhitzt? ‥ Wann ich der Dichter ware!　　　　---一一----一一-一一----

＊　しLessing 。Ｈ!9mbりrgische Dramaturgie" 19.April 1768::Werke.Teil 5. S.407.　し

　　　　Ichbin里姓匹漫吟旦発旦他竺』9gl脱獄chter.…Ich fuhle die lebendige Quelle nicht in mir,　　　　　　　　　--一一---一一---一一一-一一------一一--一一一--

　　　　diedurch eigene Kraft sich emporarbeitet, ‥･Ich wiirde so arm, so kalt, so kurzsichtig

　　　　卵in,wenn ich nicht einigermaSen gelernt hatte, fremde Schatze bescheiden zu bo匯ｅｎ，…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　______　　　　　　　　　　　　　__________｡｡_________｡

(d) Haller 。Gedanken iJber Vernunft, Aberglauben lｕr!dUnglauben''(1729) V.147-152/V.159-160:

Gediohte, S.50.

Selbst Laster durften ｓ祐h den Gottern zugesellen,

Und Menschen ihre Schmach der Welt zum Beispiel stellen√

Geiz, Liigen, Ueppigkeit, und was man tadeln kann,　＝　　　ダ　　　犬　　　　　　　　　　　犬

Safl gulden beim Altar und nahrti den Weihrauch an.　　　　　　　150

Man fullte nun die Welt mit Tern eln und mit Hainen　　　　ト　ト　　し

Und die mit Gottern an.

So lieB die Vorwelt sich die Macht zum denken rauben

Und alles bog das Knie vor schlauem Aberglauben｡　　　　　　　　　　　　　　　　　----------------------
160

(e) Schiller 。Sehnsucht "(1802) Str.4. V.29-32: Nationalausgabe. Bd.2. Teil l. S.197.

　Du muBt　glauben, du muBt wagen,

　　Denn dir Gotter leihn kein Pfand,　　　　　　　　　　　　　　　　　30

　Nur ein Wunder kann dioh tragen　　　　ト　　　　　　　　犬

　　In das schone Wunderland.

　＊　Nietzsche 。Die Geburt der Tragodie "(1872) Kap.2O:　Kritische　Gesamtausgabe. Berlin

　(Gruyter) III.Abt. Bd工S.127.　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　　　Wenn es solchen Helden, wie Sc唐紅桓r__imd_G(De生仏nicht gelingen durfte, jene verzauberte　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　--------------------●

Pforte　zu　erbrechen, die　in l den　hellenischen･ Zauberb fiihrt, wenn　es　bei　ihrem

muthigsten Ringen nicht weiter gekommen ist als bis zvLienem_発色nsuohtigen丿31ick, den

die_G旦ethisﾀ垣しJPllig旦叫旦vom barbarischen Tauris ａｕｓトnachder Heimat fiber das Meer

hin sendet,…　　　　　　　　　　　　　　　＼
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「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
Ｉ
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）

（
高
橋
）

平
成
十
年
二
九
九
八
年
）
　
九
月
　
一
日
受
理

平
成
十
年
二
九
九
八
年
）
十
二
月
二
五
日
発
行



七
三
　
（
7
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

あ
り
ま
す
。

③
「
魂
の
復
活
」
（
｡
Ｗ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
”
)

　
さ
て
今
度
は
最
終
の
話
題
で
、
「
魂
の
不
滅
」
に
か
か
わ
る
「
魂
の
復
活
」
に
関
す
る
も
の
で

す
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
ハ
ラ
ー
の
発
言
を
、
資
料
倒
の
㈲
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
話
題
の
「
未
完
詩
」
が
初
め
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
『
ス
イ
ス
詩
歌
の
試
み
』
第
三
版
（
一
七

四
三
年
）
で
は
、
当
の
『
未
完
詩
』
を
「
断
片
」
で
あ
る
と
前
置
き
し
た
上
で
、
医
学
な
ど
自
然

科
学
の
雑
務
に
追
わ
れ
暇
な
し
で
、
そ
も
そ
も
詩
歌
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
な
ど
望
み
得
な
い
と
の

旨
を
表
明
し
ま
す
。
但
し
『
未
完
詩
』
の
第
一
〇
節
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
接
続
法
の
非
現

実
話
法
が
本
根
を
現
わ
し
ま
す
。
や
は
り
詩
人
の
関
心
は
、
「
（
肉
体
を
）
離
れ
た
魂
の
諸
力
の

（
そ
の
後
の
）
展
開
」
に
懸
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
は
歳
を
取
る
に
つ
れ
て
募
っ
て

い
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
に
併
せ
て
記
し
ま
し
た
晩
年
の
但
し
書
き
に
、
こ
こ
で
話
題
の
「
魂
の
復

活
（
w
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
)
!
に
と
り
要
と
な
る
べ
き
こ
と
ど
も
が
、
「
す
べ
て
語

ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
告
白
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
と
か
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
を
考
え
併
せ
て
み
ま
す
と
、
ク
ロ

プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
「
救
世
主
」
の
見
劣
り
す
る
点
に
思
い
到
り
ま
す
。
つ
ま
り
一
言
で
申
し
ま
す

と
、
魂
の
明
暗
に
お
い
て
陰
影
に
乏
し
い
と
云
う
こ
と
で
す
。
即
ち
救
世
主
キ
リ
ス
ト
を
何
時
と

は
な
し
に
探
し
求
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
、
「
地
獄
」
と
か
「
失
楽
園
」
の
意
識
が
希
薄
で
、

ど
う
も
「
信
仰
の
楽
観
」
の
高
み
へ
と
落
ち
こ
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
点
で
す
。
こ
の
点
ハ
ラ
ー

が
「
魂
の
復
活
」
に
関
す
る
こ
と
ど
も
が
「
す
べ
て
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
告
白
す
る
時

に
は
、
感
無
量
の
沈
黙
の
重
み
が
宿
っ
て
お
り
ま
す
。

　
か
く
し
て
『
未
完
詩
』
に
お
い
て
成
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
、
後
世
に
遺
言
と
し
て
託
さ
れ
ま

す
。
こ
の
遺
言
執
行
人
と
し
て
、
残
念
な
が
ら
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
物
足
り
な
い
存
在
で
す
。

確
か
に
既
に
申
し
上
げ
ま
し
た
「
わ
が
魂
」
の
「
高
揚
」
を
唱
う
点
に
お
き
ま
し
て
は
、
ク
ロ
プ

シ
ュ
ト
ッ
ク
こ
そ
『
救
世
主
』
冒
頭
三
歌
章
（
一
七
四
八
年
）
を
以
て
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
歌
人

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
『
救
世
主
』
の
壮
麗
な
歌
声
を
前
に
し
て
も
、
若
冠
レ
ッ
シ
ン
グ
は
む
し

ろ
ハ
ラ
ー
の
う
な
る
訥
弁
の
方
を
択
ん
だ
よ
う
で
す
。
そ
の
証
左
が
資
料
圓
の
㈲
に
示
し
ま
し
た

教
訓
詩
『
宗
教
』
（
執
筆
一
七
四
九
年
）
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
表
現
上
レ
ッ
シ
ン
グ
が
酒
々
と
流
れ
る
『
救
世
主
』
の
よ
う
に
高
ら

か
に
は
歌
い
上
げ
ず
、
む
し
ろ
省
察
に
う
ね
る
教
訓
詩
の
重
厚
な
文
体
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
が

お
解
り
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
種
の
教
訓
詩
の
力
作
を
後
世
に
残
し
た
の
が
、
他

な
ら
ぬ
先
輩
ハ
ラ
ー
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
第
一
三
句
に
、
「
そ
こ
を
通
り
、
天
に
誠
実
に
、

光
に
満
ち
た
或
る
精
神
が
一
人
で
」
と
あ
り
、
救
世
主
キ
リ
ス
ト
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

「
精
神
」
が
第
一
四
句
で
は
、
「
か
の
闇
の
中
へ
と
、
確
実
な
歩
取
り
で
踏
み
こ
ん
で
来
る
」
と
、

「
幽
魂
の
国
」
へ
と
一
条
の
光
明
が
射
し
込
み
ま
す
。

　
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
の
よ
う
な
歌
で
以
て
、
先
輩
ハ
ラ
ー
の
遺
言
執
行
人
た
ら
ん
と
し
ま
す
。

実
に
歌
い
出
し
の
志
と
抱
負
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
で
す
が
残
念
な
が
ら
教
訓
詩

『
宗
教
』
は
第
一
歌
の
み
で
中
断
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
既
に
そ
こ
に
掲
げ
ま
し
た
第
一
歌
の
終

結
部
の
途
切
れ
勝
ち
な
語
り
口
が
、
こ
の
こ
と
を
良
く
物
語
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
純
粋
に
心
の

底
か
ら
魂
の
歌
声
が
沸
き
上
が
る
の
は
困
難
で
す
。
余
り
に
分
別
悟
性
が
強
力
過
ぎ
て
、
折
角
の

「
ド
イ
ツ
の
調
べ
」
（
第
二
九
六
句
）
も
結
局
は
「
空
虚
な
調
べ
」
（
第
二
九
八
句
）
と
な
ら
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
「
歌
人
」
た
り
得
ず
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
本
領
は
詰
ま
る
所
、
別
の
批

評
の
分
野
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
名
高
い
『
ハ
ム
ブ
ル
ク
演
劇
論
』
の
一
七
六
八
年
四
月
十
九
日
の
文
面
を
、
そ
こ
に
参

考
の
た
め
に
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
告
白
で
す
。
「
私
は
生
け
る
泉
を
心

の
中
に
感
じ
な
い
」
と
正
直
に
述
べ
、
逆
に
既
に
在
る
も
の
を
自
在
に
処
理
す
る
学
術
能
力
に
卓

越
し
た
自
己
の
在
り
方
を
自
覚
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
当
の
学
術
批
評
で
瞳
目
す
べ
き
傑
作
『
ラ

オ
コ
オ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
こ
そ
、
既
に
資
料
剛
の
㈲
な
ど
で
取
り
上
げ
ま
し
た
古
典
ギ
リ
シ

ア
の
福
音
の
調
べ
を
、
先
輩
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
よ
り
聖
な
る
オ
リ
ュ
ム
ピ
ア
の
炎
と
し
て
受
け
継

い
だ
成
果
な
の
で
す
。
そ
こ
の
資
料
㈲
の
㈲
に
揚
げ
ま
し
た
『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
第
二
六
章
に
、
古

典
精
神
の
聖
火
を
担
う
人
レ
ッ
シ
ン
グ
の
姿
が
垣
間
見
え
て
お
り
ま
す
。

　
目
下
話
題
の
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
筋
は
、
先
輩
ハ
ラ
ー
に
疎
い
所
で
す
。
資
料
㈲
の
㈲
を
御
覧
下

さ
い
。
資
料
㈹
の
㈲
に
も
参
考
の
た
め
引
き
ま
し
た
教
訓
詩
『
理
性
、
迷
信
、
不
信
仰
に
つ
い
て

の
考
え
』
に
お
い
て
、
ハ
ラ
ー
は
迷
信
の
古
里
ギ
リ
シ
ア
を
念
頭
に
置
き
、
第
一
五
〇
句
前
後
を

描
写
し
、
第
一
五
一
句
以
下
で
「
神
殿
と
林
苑
と
神
々
の
世
界
」
に
触
れ
、
こ
れ
を
第
ヱ
ハ
○
句

の
「
校
措
な
迷
信
」
の
産
物
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
旧
教
カ
ト
リ
ッ
ク
中
世
と
共
に
神
話
世
界

ギ
リ
シ
ア
は
、
厳
格
な
カ
ル
ヴ
ア
ン
派
新
教
徒
ハ
ラ
ー
に
と
り
大
同
小
異
な
の
で
し
た
。

　
既
に
資
料
㈲
の
㈲
と
㈲
で
シ
ラ
ー
の
『
幽
魂
の
国
』
と
『
理
想
』
と
に
関
連
し
て
述
べ
ま
し
た

通
り
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
神
話
世
界
の
解
釈
が
、
新
た
な
魂
の
明
暗
を
形
造
る
鍵
と
な
り
ま
す
。
こ

の
際
ハ
ラ
ー
が
「
永
遠
」
と
「
無
限
」
を
抱
い
た
空
間
に
、
新
た
な
第
四
次
元
の
時
間
軸
と
し
て

精
神
の
歴
史
、
つ
ま
り
西
欧
精
神
史
が
貫
通
し
、
意
識
の
内
側
は
奥
の
方
で
古
典
ギ
リ
シ
ア
が
隆

起
し
て
波
立
ち
ま
す
。
こ
れ
迄
ハ
ラ
ー
が
「
迷
信
」
の
古
里
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
、
ラ
テ
ン
中
世
も



（
｛
｝
ａ
ｓ
　
Ｆ
ｉ
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ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
)
』
第
｝
九
句
に
あ
る
言
葉
で
す
。
そ
こ
で
は
「
無
限
」
と
「
永
遠
」
の

深
淵
を
覗
き
こ
ん
だ
詩
人
が
、
「
わ
が
存
在
全
体
は
塵
と
な
り
、
点
と
な
り
、
一
つ
の
無
と
な
っ

た
」
と
、
一
応
は
告
白
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
に
言
わ
ば
機
械
仕
掛
け
の
神
が
颯
爽
と
晴

や
か
に
登
場
し
、
結
局
は
空
無
が
一
種
の
薬
と
し
て
「
良
く
効
く
無
」
へ
と
転
じ
ま
す
。
少
な
く

と
も
先
程
の
資
料
剛
の
㈲
に
揚
げ
ま
し
た
『
未
完
詩
』
第
一
〇
節
の
解
釈
は
、
こ
の
種
の
「
良
く

効
く
無
」
を
踏
ま
え
「
獲
得
さ
れ
た
信
仰
の
楽
観
」
を
説
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
こ
こ
で
話
題
の
「
幽
魂
の
国
」
つ
ま
り
亡
霊
の
影
が
漂
よ
う
死
者
た
ち
の
世

界
に
は
、
封
印
が
施
さ
れ
、
意
識
は
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
詩
集
の
文
字
通
り
「
地
上
の
楽
し
み
」
に
釘

付
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
『
未
完
詩
』
で
ハ
ラ
ー
は
、
こ
の
方
向
に
何
処
な

り
と
も
転
じ
て
い
る
様
に
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
常
に
そ
こ
で
は
「
永
遠
」
と
「
無
限
」
と
が

顎
門
を
開
き
、
そ
れ
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
詩
人
の
魂
に
は
、
空
無
を
孕
む
「
幽
魂
の
国
」
が

眼
前
に
控
え
て
お
り
ま
す
。

　
従
い
ま
し
て
当
作
品
の
場
合
、
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
の
よ
う
な
絶
対
者
に
寄
せ
る
全
面
的
な
信
頼
も
あ

り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
次
の
資
料
②
の
㈲
に
引
き
ま
し
た
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
如
き
、
人
間
の

「
わ
が
魂
」
に
期
待
す
る
圧
倒
的
な
勝
利
感
も
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
『
神
の
遍
在
』

を
唱
う
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
お
き
ま
し
て
も
、
「
良
く
効
く
無
」
を
歌
う
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
に
お
き

ま
し
て
も
、
先
程
の
「
信
仰
の
楽
観
(
Ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｍ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）
」
は
不
動
の
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
対
し
『
未
完
詩
』
に
お
け
る
ハ
ラ
ー
に
、
そ
の
種
の
不
動
心
は
疎
遠
で
、
友
の
夭
折
を
前

に
し
「
遍
諮
撫
」
を
孕
む
心
は
信
仰
に
お
い
て
も
揺
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
正
に
『
未
完
詩
』

に
独
特
な
陰
影
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。

　
他
方
ハ
ラ
ー
は
自
然
科
学
者
と
し
て
生
理
学
の
分
野
な
ど
数
多
く
特
筆
す
べ
き
業
績
を
残
し
ま

し
た
が
、
し
か
し
自
然
の
本
性
を
探
究
す
る
際
に
も
独
特
な
陰
影
を
帯
び
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
を
示
す
詩
句
が
資
料
㈲
の
㈲
に
御
座
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
人
徳
の
虚
偽
』
と
題
す
る
別
の
詩

歌
に
あ
る
言
葉
で
、
「
自
然
本
性
の
内
奥
へ
人
間
精
神
は
踏
み
こ
め
な
い
」
と
云
う
学
者
の
自
覚

を
示
し
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
厳
格
な
自
然
探
究
者
の
慎
重
さ
、
或
い
は
謙
虚
さ
が
、
疾
風
怒

濤
期
を
生
き
抜
い
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
精
神
に
は
俗
物
根
性
と
映
じ
た
よ
う
で
す
。
確
か
に
通
常
ハ
ラ
ー

は
悲
劇
の
破
局
へ
と
踏
み
こ
ま
ず
、
そ
の
手
前
に
留
ま
り
教
訓
詩
を
展
開
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

敢
て
『
未
完
詩
』
で
は
、
親
友
の
死
に
直
面
し
、
言
わ
ば
無
限
の
喪
失
感
が
表
面
化
し
、
も
は
や

詩
人
は
寛
い
で
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
と
対
話
す
る
分
別
悟
性
人
間
た
る
を
止
め
、
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル

の
悩
み
』
に
没
頭
す
る
が
如
き
切
羽
詰
ま
っ
た
人
物
と
な
り
ま
す
。

　
但
し
こ
の
切
羽
詰
ま
っ
た
人
物
の
詩
句
に
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
か
ら
ゲ
ー
テ
ヘ
と
流
れ
る

「
わ
が
魂
」
の
「
高
揚
」
が
欠
け
て
お
り
、
こ
れ
が
謹
厳
な
ハ
ラ
ー
特
有
の
陰
影
の
源
に
他
な
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
に
対
し
疾
風
怒
濤
期
以
降
の
シ
ラ
ー
や
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
た
ち
は
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ

ク
の
血
統
に
属
し
ま
す
。
で
す
が
同
時
に
シ
ラ
ー
た
ち
は
『
若
き
ヴ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
を
も
遺

産
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
『
未
完
詩
』
に
も
見
ら
れ
た
無
限
の
喪
失
感
情
を
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
如
く

止
み
難
い
魂
の
高
揚
と
折
り
合
わ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
新
た
な
局
面
が
開
け
、
更
に
一

七
五
五
年
に
ヴ
イ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
『
模
倣
論
』
が
現
わ
れ
て
以
来
こ
の
か
た
次
第
次
第
に
、
古
典

ギ
リ
シ
ア
の
福
音
が
高
ら
か
に
響
き
始
め
て
い
ま
す
。

　
例
え
ば
シ
ラ
ー
の
代
表
作
『
理
想
と
人
生
』
が
、
一
七
九
五
年
に
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
折
に
は
、

『
幽
魂
の
国
『
Ｄ
ａ
ｓ
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
巴
』
と
題
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
目
下
話
題
の
資

料
㈲
の
表
現
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
資
料
㈲
の
㈲
で
、
そ
の
『
幽
魂
の
国
』
冒
頭
を
御
覧
下
さ

い
。
「
永
遠
に
清
澄
に
し
て
明
る
き
鏡
の
如
し
（
Ｅ
w
ｉ
ｇ
　
ｋ
ｌ
ａ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｓ
ｐ
ｉ
ｅ
ｇ
ｅ
ｌ
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
)
Ｊ
と
、
古

典
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
見
事
に
彫
琢
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
シ
ラ
ー
に
は
、
ハ
ラ
ー
に
通
じ
る
面
も

見
逃
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
例
を
資
料
②
の
㈲
に
挙
げ
ま
し
た
。
別
の
詩
歌
『
理
想
』
第
八
句
に
「
永

遠
の
海
原
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ハ
ラ
ー
の
『
未
完
詩
』
第
三
一
句
の
表
現
、
「
厳
そ
か

な
永
遠
の
空
恐
ろ
し
き
海
原
」
に
通
じ
、
共
に
「
幽
魂
の
国
」
を
想
わ
せ
ま
す
。

　
但
し
「
幽
魂
の
国
」
は
シ
ラ
ー
の
場
合
、
単
に
暗
い
影
の
住
ま
う
冥
界
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に

「
永
遠
に
清
澄
に
し
て
明
る
き
鏡
の
如
し
」
と
歌
わ
れ
る
古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。

即
ち
古
典
世
界
の
没
落
悲
劇
と
共
に
新
生
復
活
が
、
つ
ま
り
地
獄
と
天
国
と
が
此
所
に
は
共
存
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
畢
一
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
し

て
お
り
、
ハ
ラ
ー
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
魂
の
明
暗
が
兆
し
て
い
ま
す
。
こ
の
節
を
後
に
シ
ラ
ー

学
徒
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
一
層
と
濃
淡
細
や
か
に
展
開
す
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
皆
様
も
良
く
御
存
知
の
十
八
世
紀
ド
イ
ツ
思
想
詩
の
精
華
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
で

あ
り
ま
す
。

　
早
速
そ
の
讃
歌
燃
焼
の
最
高
潮
で
歌
い
上
げ
ら
れ
る
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
注
目
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
資
料
②
の
倒
に
御
座
い
ま
す
。
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
四
節
、
第
五
五
句
以
下
で
、

七
四
　
（
7
4
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
－
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）

古
典
ギ
リ
シ
ア
世
界
は
第
六
二
句
に
て
「
偉
大
な
る
運
命
が
轟
く
」
と
歌
わ
れ
る
悲
劇
の
誕
生
に

お
い
て
掴
ま
れ
、
詩
想
展
開
は
先
に
シ
ラ
ー
が
彫
ん
だ
「
永
遠
に
清
澄
に
し
て
明
る
き
鏡
の
如
き
」

ギ
リ
シ
ア
の
天
空
へ
と
突
き
抜
け
ま
す
。
こ
こ
で
は
も
は
や
シ
ラ
ー
風
に
「
理
想
」
が
超
然
と
彼

方
に
漂
う
の
で
は
な
く
、
正
に
「
幽
魂
の
国
」
に
住
ま
う
魂
の
只
中
に
兆
す
祈
り
の
空
無
と
協
和

し
、
晴
が
ま
し
さ
を
一
切
殺
ぎ
取
っ
た
厳
そ
か
な
悲
劇
祝
祭
の
時
空
に
お
い
て
理
念
追
求
さ
れ
る

の
で
す
。
こ
の
悲
壮
な
高
揚
の
場
で
「
幽
魂
の
国
」
は
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
へ
と
転
じ
、
や

が
て
は
思
想
詩
の
第
六
節
の
終
結
部
で
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
要
キ
リ
ス
ト
も
問
わ
れ
る
の
で



七
五
　
（
7
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

し
上
げ
た
い
所
で
す
。
そ
こ
で
今
回
の
論
題
に
第
八
二
句
以
下
か
ら
、
「
遍
き
無
が
…
大
海
原
の

如
く
」
を
選
び
ま
し
た
。
そ
こ
を
三
行
訳
し
ま
す
と
、
「
遍
き
無
が
、
存
在
の
全
領
域
を
、
時
を

も
永
遠
を
も
同
時
に
、
あ
た
か
も
大
洋
（
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
）
が
一
滴
の
水
を
呑
む
が
如
し
」
と
な

り
ま
す
。
恐
ら
く
詩
歌
や
音
楽
で
な
い
限
り
、
こ
の
様
な
空
無
を
孕
ん
だ
非
現
実
は
表
現
不
可
能

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
に
未
だ
三
〇
歳
に
満
た
ぬ
詩
人
ハ
ラ
ー
が
、
一
七
三
六
年
に
こ
の
詩
業
を

成
し
遂
げ
た
の
で
す
。

　
但
し
、
こ
れ
は
想
像
力
の
所
産
と
申
し
ま
す
よ
り
は
、
む
し
ろ
厳
し
い
現
実
に
直
面
し
た
成
果

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
此
所
に
は
友
が
夭
折
し
た
事
実
の
重
み
が
懸
か
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
こ
の
こ
と
は
次
の
資
料
剛
の
㈲
に
引
き
ま
し
た
当
詩
歌
の
第
二
節
が
明
白
に
物
語
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
す
通
り
「
わ
が
友
は
去
り
」
（
第
十
一
句
）
、
こ
の
「
友
を
」
そ
こ
の
言
葉
で
は
、
「
永

遠
が
強
き
腕
で
し
か
と
掴
ん
で
」
お
り
ま
す
。
「
永
遠
」
と
は
決
し
て
甘
美
な
世
界
を
意
味
し
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
夭
折
の
友
が
住
む
死
ん
だ
人
々
の
属
す
る
霊
界
へ
と
「
永
遠
」
は
広
が
っ
て
い
る

の
で
す
。
未
だ
詩
人
白
身
は
「
永
遠
」
の
霊
界
に
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
現
世
に
留
ま
っ
て

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
数
十
年
も
す
れ
ば
、
必
ず
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
所
が
、
永
遠
の
死
者
た
ち
の
国

で
、
目
下
ハ
ラ
ー
は
、
突
然
の
友
の
死
を
前
に
し
て
驚
愕
し
、
自
ら
の
魂
が
生
死
の
両
界
へ
と
引

き
裂
か
れ
て
い
る
の
を
、
身
に
浸
み
て
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
体
験
を

創
作
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
し
た
箇
所
が
、
先
程
申
し
上
げ
た
第
一
〇
節
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

み
方
の
例
を
、
資
料
山
の
㈲
で
御
覧
下
さ
い
。
そ
こ
で
も
第
一
〇
節
は
一
応
、
Ａ
ｕ
i
ｓ
ｃ
ｈ
w
ｕ
ｎ
ｇ

（
高
揚
）
の
山
場
と
看
傲
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
高
揚
」
の
内
容
は
、
先
程
私
が

申
し
上
げ
た
空
無
を
孕
ん
だ
内
面
の
飛
翔
と
は
異
な
る
も
の
で
、
そ
こ
の
引
用
文
十
六
頁
の
言
葉

で
は
「
神
の
認
識
の
絶
頂
」
、
更
に
十
七
頁
の
言
葉
で
は
「
獲
得
さ
れ
た
信
仰
の
楽
観
」
と
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。
詰
る
所
そ
こ
で
は
、
例
の
接
続
法
の
非
現
実
話
法
の
只
中
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ

ま
し
た
「
遍
き
無
」
（
第
八
二
句
）
が
、
真
面
目
に
正
面
か
ら
受
け
取
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
従
い
ま
し
て
「
高
揚
」
と
は
、
人
間
離
れ
し
た
神
の
領
域
へ
と
超
え
出
で
る
こ
と
を
意
味
し
ま

す
か
ら
、
人
間
の
魂
に
空
無
を
孕
む
内
面
の
飛
翔
が
悲
劇
を
生
め
ば
、
そ
れ
は
「
（
悪
い
状
態
へ

の
）
後
戻
り
（
Ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
ｆ
ａ
ｌ
Ｄ
Ｊ
に
過
ぎ
な
く
な
り
ま
す
。
す
る
と
『
永
遠
に
っ
い
て
の
未
完
詩
』

は
、
悲
観
に
始
ま
り
、
楽
観
へ
と
「
高
揚
」
し
、
再
び
悲
観
へ
と
退
く
構
図
に
な
り
ま
す
。
そ
う

し
ま
す
と
、
資
料
剛
の
㈲
に
参
考
の
た
め
示
し
て
お
き
ま
し
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
言
葉
、

「
永
遠
を
、
か
く
も
畏
怖
と
崇
高
に
み
ち
て
(
ｓ
ｏ
　
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
乱
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ａ
ｂ
ｅ
ｎ
)
'
ハ
ラ
ー
の
よ

う
に
描
く
」
と
云
う
カ
ン
ト
の
主
張
が
、
詩
想
展
開
の
最
高
潮
に
欠
如
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

と
こ
ろ
で
話
題
の
第
一
〇
節
は
、
必
ず
し
も
こ
う
読
ま
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
異
な
る

得
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
事
態
は
正
反
対
に
思
わ
れ
ま
す
。
即
ち
第
一
〇
節
に
お
い
て
こ
そ
詩
人
は
、

「
永
遠
を
、
か
く
も
畏
怖
と
崇
高
に
み
ち
て
描
く
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

　
　
「
畏
怖
と
崇
高
」
の
源
は
、
「
神
」
と
「
遍
ね
き
無
」
と
の
分
極
に
由
来
す
る
魂
の
深
淵
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
無
限
（
ロ
ロ
・
乱
回
目
耳
）
」
が
こ
の
場
合
、
既
成
の
丸
く
収
ま
っ
た

宇
宙
像
を
砕
い
て
お
り
、
次
の
資
料
剛
の
㈱
に
揚
げ
ま
し
た
パ
ス
カ
ル
の
『
省
察
』
の
一
節
を
想

い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
そ
こ
で
は
「
永
遠
」
と
「
無
限
」
に
関
し
こ
う
語
ら
れ
ま
す
。
「
こ
の
無
限

な
る
諸
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
が
、
私
に
恐
怖
を
ひ
き
お
こ
す
」
。
こ
れ
は
自
然
科
学
の
歴
史
で
画

期
的
な
「
無
限
宇
宙
」
の
理
論
を
踏
ま
え
、
か
つ
て
体
制
宗
教
の
神
に
敵
す
る
異
端
と
し
て
焼
き

殺
さ
れ
殉
死
し
た
思
想
家
ブ
ル
ー
ノ
の
著
作
を
想
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。
皆
様
も
御
存
知
の
よ
う
に
、

ブ
ル
ー
ノ
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
を
踏
ま
え
て
お
り
、
そ
の
著
書
『
天
体
の
回
転
に
つ
い
て
』
の
革
命

的
な
意
味
を
、
形
而
上
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
担
っ
て
お
り
ま
す
。

　
目
下
ハ
ラ
ー
の
『
未
完
詩
』
と
の
係
わ
り
で
は
、
そ
の
天
体
論
の
第
一
書
の
第
一
〇
章
が
意
味

深
長
で
す
。
例
え
ば
全
集
・
第
二
巻
所
収
の
原
典
二
六
頁
で
は
、
『
未
完
詩
』
第
七
六
句
の
「
太

　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
・
号
　
ル
ー
ヶ
ル
ナ
　
　
　
　
ー
　
メ
ー
ン
ス
　
　
　
　
　
　
ー
一
一
　
レ
ー
ク
ト
ル

陽
」
に
関
し
て
、
世
の
燈
火
(
ｌ
ｕ
ｃ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
)
と
か
、
心
（
∃
Ｑ
～
）
、
或
い
は
導
き
手
(
ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｏ
ｒ
)

な
ど
の
呼
び
名
を
挙
げ
つ
つ
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
「
中
心
に
坐
る
太
陽
」
と
言
う
風
の
丸
く
収
ま
っ

た
宇
宙
を
考
え
、
「
玉
座
に
坐
り
太
陽
が
（
Ｓ
ｏ
ｌ
　
ｒ
ｅ
ｓ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
)
'
周
囲
を
回
転
す
る
星
辰
の
天
体

の
一
家
を
司
っ
て
い
る
。
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
未
だ
「
天
体
」
は
、
ブ
ル
ー
ノ
の
言
う
「
無
限

宇
宙
」
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
パ
ス
カ
ル
が
『
省
察
』
に
お
い
て
洞
察
し
た
「
恐
怖
」
と
、
そ
れ

に
伴
な
う
「
畏
怖
と
崇
高
」
の
感
情
は
目
覚
め
て
お
り
ま
せ
ん
。
先
に
資
料
剛
の
㈲
で
御
覧
い
た

だ
き
ま
し
た
『
未
完
詩
』
第
一
〇
節
の
解
釈
も
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
同
様
に
「
太
陽
」
の
如
き
「
神
」

へ
と
丸
く
収
ま
る
古
い
世
界
観
で
ま
と
め
て
い
ま
す
。
か
く
し
て
「
永
遠
」
と
「
無
限
」
と
を
礎

と
し
た
新
た
な
「
畏
怖
と
崇
高
に
み
ち
」
た
『
未
完
詩
』
の
詩
想
展
開
は
、
「
神
」
と
「
遍
き
無
」

に
お
い
て
深
み
へ
と
高
ま
る
か
わ
り
に
、
む
し
ろ
「
獲
得
さ
れ
た
信
仰
の
楽
観
」
の
高
み
へ
と
落

ち
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

②
「
幽
魂
の
国
」
（
,
　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
"
)

　
そ
れ
で
は
次
に
第
二
の
話
題
で
あ
り
ま
す
「
幽
魂
の
国
」
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
資
料
②
の
㈲
で

は
、
ま
ず
先
程
の
「
遍
ね
き
無
」
と
の
関
連
で
、
ハ
ラ
ー
の
先
輩
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
が
歌
い
ま
し
た

「
良
く
効
く
無
」
(
ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｓ
a
m
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
邑
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。
そ
れ
は
一
七
二
〇
年
代
よ
り
四

〇
年
代
に
か
け
続
々
刊
行
さ
れ
、
疾
風
怒
濤
な
す
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
に
は
全
く
忘
れ
去
ら
れ
た

厖
大
な
詩
集
『
神
に
お
け
る
地
上
の
楽
し
み
』
全
九
巻
の
第
一
部
冒
頭
を
飾
る
佳
作
『
天
空



付
録
そ
の
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
ｍ
ｚ
Ｈ
ｃ
一
ｃ
一
　
一

　
　
　
二
九
九
六
年
十
一
月
十
六
日
、
日
本
独
文
学
会
中
国
四
国
支
部
、
第

　
　
　
四
六
回
研
究
発
表
会
、
広
島
に
て
。
Ｏ
ｏ
ｎ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｕ
　
ｇ
ｅ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ
ｏ

　
　
　
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｉ
ｒ
ｏ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
　
ｄ
ｉ
　
　
ｅ
　
Ｘ
Ｖ
Ｉ
　
Ｎ
ｏ
ｖ
ｅ
ｍ
ｂ
ｒ
ｉ
ｓ
　
ａ
ｎ
ｎ
ｏ
　
１
９
９
６
）
）

　
「
遍
き
無
が
　
…
　
大
洋
の
如
く
」
（
。
Ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
　
･
･
･
　
w
ｉ
ｅ

ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｃ
ｅ
ａ
ｎ
'
じ

Ｉ
‐
－
ハ
ラ
ー
の
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
（
一
七
三
六
年
）
―
－

－
Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
　
　
，

Ｕ
ｎ
ｖ
ｏ
ｌ
ｌ
ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｅ
ｓ
　
　
　
Ｇ
ｅ
ｄ
ｉ
　
ｏ
耳

（
司
呂
）

i
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
　
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
　
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
”

　
　
　
高
　
橋
　
克
　
己

Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｆ
　
１
ｎ
｡
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
m
ｉ

研
究
発
表
要
旨
（
Ｓ
ｕ
m
m
a
ｒ
ｉ
ｕ
m
）
約
六
〇
〇
字
　
　
　
【
第
4
7
巻
、
横
組
】
　
　
　
七
六
（
7
6
）
頁

剛
「
神
」
か
「
無
」
か
こ
（
ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
”
　
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　

。
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
”
)
　
　
　
　
七
六
（
7
6
）
頁
―
七
五
（
7
5
）
頁

②
「
幽
魂
の
国
」
(

，
Ｒ
ｅ
ｉ
ｃ
ｈ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
”
)
　
　
　
　
　
　
　
七
五
（
7
5
）
頁
－
七
三
（
7
3
）
頁

㈲
「
魂
の
復
活
」
(

，
Ｗ
ｉ
ｄ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｅ
ｎ
”
)
　
　
　
七
三
（
7
3
）
頁
－
七
二
（
7
2
）
頁

資
料
（
Ｍ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
巴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
（
6
7
）
頁
－
七
二
7
1
）
頁

。
Ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
　
■
■
･
　
w
ｉ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｏ
ｃ
ｅ
ａ
ｎ

Ｈ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ
　
　
。
1
に
J
n
ｖ
ｏ
Ｕ
ｋ
ｏ
ｍ
ｎ
ｉ
ｎ
ｅ

ｏ
ｄ
ｅ
　
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｅ
w
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
”
(
１
７
３
６
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
（
2
7
）
頁
１
四
三
（
4
3
）
頁

　
研
究
発
表
要
旨
(
Ｓ
ｕ
ヨ
ヨ
ａ
ｒ
i
ｕ
m
）
約
六
〇
〇
字

　
　
「
ハ
ラ
ー
の
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｐ
ｏ
ｅ
ｓ
ｉ
ｅ
（
教
訓
詩
）
の
力
溢
れ
る
緊
密
な
充
実
」
に
つ
き
シ
ラ
ー
は
、
「
ウ
ー

ツ
の
抒
情
の
躍
動
」
を
殊
の
ほ
か
良
く
示
す
『
弁
神
論
』
と
題
し
た
「
壮
麗
な
ｏ
ｅ
（
頌
歌
）
」

と
対
比
し
て
物
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
普
通
は
大
体
こ
う
し
た
歌
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
詩
と
し
て
ハ
ラ
ー
の
詩
歌
に
親
し
む
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
シ
ュ
ト
イ
ブ
レ
が
一
九

五
六
年
、
ハ
ラ
ー
の
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
を
（
ｌ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
（
詩
）
と
し
て
扱
っ
た
論
文
で

は
、
こ
の
詩
想
の
展
開
を
、
悲
観
に
始
ま
り
、
楽
観
へ
と
Ａ
ｕ
i
ｓ
ｃ
ｎ
w
ｕ
ｎ
ｇ
（
高
揚
）
し
、
再
び

悲
観
へ
と
退
く
と
解
し
八
山
型
の
堅
固
な
構
造
を
骨
組
と
し
て
、
そ
の
尖
頭
に
「
神
の
認
識
の

｛
｝
甘
回
（
絶
頂
）
」
と
か
「
獲
得
さ
れ
た
Ｇ
ｌ
ａ
ｕ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｒ
ａ
ｉ
ｓ
ｉ
ｎ
ｕ
ｓ
（
信
仰
の
楽
観
）
」
を
見
て

い
る
。
確
か
に
整
っ
た
詩
と
し
て
秩
序
立
て
る
な
ら
、
こ
う
な
ろ
う
し
、
後
年
自
ら
『
詩
』
と
改

め
た
ハ
ラ
ー
な
ら
、
こ
れ
で
良
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
未
だ
三
〇
歳
に
満
た
ぬ
若
き
日
の

彼
が
、
友
の
夭
折
に
突
然
遭
遇
し
た
生
々
し
い
体
験
を
、
敢
て
『
未
完
の
頌
歌
』
と
し
て
発
表
し

た
一
七
三
六
年
、
そ
の
心
を
震
憾
さ
せ
た
不
可
避
の
現
実
に
は
、
ま

識
な
ど
入
る
余
地
す
ら
無
か
っ
た
、
と
私
は
解
釈
す
る
。
む
し
ろ
本
当
に

面
に
お
い
て
詩
人
の
心
は
裂
け
、
「
や
が
て
深
淵
の
口
は
開
か
れ
、
‐
遍
き
無
が
存
在
の
全
領
域
を
、

時
を
も
永
遠
を
も
同
時
に
、
ま
る
で
大
洋
が
一
滴
の
水
を
呑
む
ご
と
く
巻
き
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
」

(
Ｓ
ｏ
　
w
ｉ
ｉ
ｄ
ｅ
-
：
）
と
歌
わ
れ
た
接
続
法
第
二
式
の
非
現
実
話
法
（
第
八
一
句
以
下
）
こ
そ
、
生
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
一
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ー
デ

る
魂
の
真
実
を
伝
え
る
叫
び
声
と
し
て
、
こ
の
頌
歌
の
最
高
潮
を
な
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

田
「
神
」
か
「
無
」
か
（
≫
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
"
　
Ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　
｡
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
"
)

　
皆
様
の
御
手
元
に
あ
り
ま
す
資
料
の
始
め
に
、
今
回
の
話
題
が
三
つ
示
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

の
資
料
剛
に
申
し
ま
す
、
『
「
神
」
か
「
無
」
か
こ
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
”
　
　
Ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
。
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
”
)
Ｊ
に
つ
き
、
ま

ず
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
資
料
田
の
㈲
に
揚
げ
ま
し
た
詩
節
を
御
覧
下
さ
い
。
ハ
ラ
ー

の
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
詩
』
第
九
節
以
下
、
後
に
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
た
ち
が
好
ん
で
引
き

合
い
に
出
し
ま
す
有
名
な
箇
所
で
す
。
そ
こ
で
は
第
六
節
冒
頭
の
第
三
七
句
に
て
浮
上
し
ま
し
た

「
無
限
「
Ｕ
ｎ
ｅ
ｎ
ｄ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｋ
ｅ
巴
」
に
関
す
る
思
弁
が
、
つ
い
に
最
高
度
の
緊
張
を
醸
し
出
し
、
第
一

〇
節
に
お
き
ま
し
て
「
万
有
の
根
底
」
た
る
「
神
」
（
第
七
五
句
）
と
、
そ
の
対
極
に
来
る
「
遍

き
無
（
Ｅ
ｉ
ｎ
　
ａ
ｌ
ｌ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
　
Ｎ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
ｓ
）
」
（
第
八
二
句
）
と
の
間
に
、
鋭
い
対
立
な
す
明
暗
が
見

事
に
形
造
ら
れ
ま
す
。

　
私
は
こ
こ
に
詩
想
展
開
の
最
高
潮
、
つ
ま
り
詩
人
の
魂
の
最
大
の
裂
け
目
を
見
ま
す
。
就
く

「
遍
き
無
」
が
接
続
法
の
非
現
実
話
法
で
物
語
ら
れ
ま
す
第
一
〇
節
後
半
こ
そ
白
眉
の
箇
所
と
申

七
六
　
（
7
6
）
　
「
遍
き
無
が
…
大
洋
の
如
く
」
－
ハ
ラ
ー
　
『
永
遠
に
つ
い
て
の
未
完
の
頌
歌
』
（
一
七
三
六
年
）
　
（
高
橋
）
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