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　ｎ s'agit premierement de la proposition alternative. pantheisme ou monotheisme, deuχi-

emement du ≪Zeus qui est proprement lui-meme。 a propos des ≪Reinarques sur Antigone。(1804)

et troisiemement de la nature et de l'inspiration concernant rhymne ≪Comme au jour du rep OS

…≫(1799). Cet hymne propose la 。divinement belle Nature puissante。(vers 13) a r admiration

des hommes. C'est parce qu'elle est ≪plus vieille que le Temps et domine les dieuχ du Soir et

ceux de r Orient* (vers 21-22):≪L'inspiration de la Nature se sent vierge refleurir, Creatrice de

toutes choses.。(vers 26-27) Voila ressence de la ≪Grece bienheureuse。(vers 55) de ≪Pain et ｖin。，

dont le ≪grand Destin。(vers:62) ≪frappe les regards de sa splendeur tonnante･。(vers 64):≪Ether,

6 Pere！　‥･≫(vers65) La limpidite de l'Ether a la fete bacchante de la tragedie classique entre

en opposition avec la jovialite olympienne du 。Dieu supreme。(vers 23). Celui-ci differe profon-

dement du ≪Tres-Haut。(vers 155) dont le ≪Fils,1e Syrien vient, en porteur de torche, parmi les

ombres en bas.≫(vers 155-156)

　内容は、（1）汎神論と唯一神論、（2）より本来的なゼウス、（3）自然と霊感、め三部で、（1）は第23句の「至上の神」

を、第155句の「至高者」と対比させて考察する。肝心な点は、至高者と言える根源の神が、隠れて働きかけて

いることであり、この隠れた神と明暗を織り成す至上の神は、光明界オリュムポスの主神ゼウスと考えられる。

そして汎神論か唯一神論か？‘という疑問には、ゼウスと至高者との双方を踏まえて、初めて答えうるのであ

る。

　より本来的なゼウス、とは、西欧風の特質を示す言葉で、ゼウスが一層とゼウスらしくなると現世へと強い

られ、死者の世界を目指す自然の歩みが阻止されるということである。するとヘルダーリンのギリシアで中心

をなす悲劇の運命が否定されるに至る。そこで詩人は「運命の欠如が私達の弱点である」との認識から、むし

ろ「運命をもうこと」の方を求め、この運命に媒介された神気エーテルこそ、ゼウス本位の明朗性より深い光

明と考える。

　自然と霊感は、ゼウス主宰の神界に満足しない広義のギリシアが礎とするもので、別の詩歌『あたかも祝祭

の日に…』で話題の中心となる。すなわち「夕べの国や日の出の国の神々の上に君臨する自然」が重要で、こ

の自然の霊感の下に、ゼウスが君臨する夕べの国も、日の出の国オリエントもある。そしてゼウスと共に、神

界ギリシアで重視すべきは、オリエントのイシスとオシリスに相当するパンの女神デーメーテールと酒神バッ

コスなのである。
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Einleitung　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十

　Erstens handelt es sich um d面 Entweder-Oder◇ＶφnPなれtheismus und Monotheismus,

zweitens um den
。eigentlicheren

Zevs“(Holderlins Terminologie) und drittens um die Natur

und Begeisterung. Emil Ｐｅ加1d interpretiert den ｖﾚ23 in∇sei叩拓。exegetischen Versuch“ mit

dem Titel

。Holderlins

Brod und Wein“ (1896-1897):。123.　ｄｅｒ ｏｂｅｒｓtｅ Ｇｏtt;‥･八lso eine

Annaherung zum Monotheismus, doch noch immer kein persohnlicher und kein supra- Oder

extramundaner　Gott.“(S.T8) Derlei　dualistische Auseinandersetzung　nimmt　wohl　keine

Riicksicht auf des Dichters Gottesauffassung i�∧Gedicht。Emilie vor ihrem Brauttag“

(Mitte 1799),
,,wie

ein stiller Gott auf dunkler Wolke√∧ｖeゆorgenwirk呻d iiber seiner Welt

/ Mit　freiem　Auge ruhtﾌﾞ‘(V.29-31:　StA　1.278) Solch ｄｎへverborgenwirkender“　Gott

erscheint　als　das　nuancenreiche　Personalpronomen　=｡ご�ソ･｡mitten　im gedankenlyri･schen

tjbergang
vom Hellas zum christlichen Abendland,丿mit dem｡Holderlin ｚｕ耳1 ersten Mai den

Gottessohn im
ｖ. 107

von
。Brod

und Wein“ andeute仁二Oder er kam au占selbst ■･･“（StA

2.93) Der hier angedeutete Christus 柘七 zwanzig Verse weiter
。ein　stiller

Genius'‘:　。Als

erschienen zu lezt ein。stiller Genius, ･‥“(V.129: StA 2.94) Nach weiteren fiinfundzwanzig

Versen tritt dieser stille
。verborgenwirkende“

Sohn G俳七叩席卜。des Hochstenﾚ/ Sohn, der

Syrier｡(V.155f.:StA 2.94) auf, den Pezold fiir den griechischen Dionysos halt:

。Der

Weingott, des Ｈｏｃｈｓtｅｎ　ｄｅｒ Sohn, der Mittler, d町〉die Menscねheit mit dem ziirnenden Vater,

der den Tag mit der Nacht aussohnen soil und die Herabkunft des Reiches Gottes verbiirgt,

…“(S.143) Erst im nuancierten Helldunkel mit Christi〉G6付加tｅ元白dem ･verborgenwirkenden

｡
Hochsteが(V.155) pragt sich der

。oberste

GottスV.23) ausヶ　　万

　Der
。eigentlichere

Zevs “ bezeichnet eine Haupttendenz des士christlichen Abendlanders und

neigt zur Verneinung des
，ぶroBen

Geschiks “ (V.62)］吟:……｡seeli｡址en Griechenlandes“(V.55) von

Holderlins
。Brod

und Wein“， wie der Dichter in seinen二Anmerkungen zur Antigona“(1804)

folgendermafien erlautert:
。Fiir

uns, da wir unteﾔﾉdemｿﾞeigentlicheren Zevs stehen, der nicht

nur zwischen dieser Erde und der wilden Welt der Todten i n n e:halt, sondern den ewig

menschenfeindlichen Ｎａ七urgang, auf seinem Ｗ噌石姐die andre Welt, e n tﾆschiedener

zur Erde z w i ng e t,･‥（ＳｔA 5.269/270)…し, da hingegen die Haupttendenz in den

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

Schiksaallose, das SuびμOQOV, unsere Schwache ist.“(Kap.3) Die hellenistische　Sere姐tat。Jene

alexandrinische Heiterkeit “ (Kap.l9:KG 3.1.121),バlie Nietzsche in

。Die

Geburt der

Tragodie“(1872) als

。ein

Gegenstiick zu der herrlich叫Naivitat‘deｒ………alteren Griechen“，

namlich der　。aus einem　duster en Abgrunde hervorwachsenden Bluthe der apollinischen

Cultur“(Kap.l7:KG 3.1.111) ansieht, verkorpert der二eig叫tlichere Zevs“　und wird mit

Ho Merlins　urgriechischem　。Vater　Aether“(V.65), der　Krone　des　｡｡seeligen　Griechen-

landes“(V.55) konfrontiert, das im

。ぽroCen

Geschik“(V.62)ぱipfel七三, SeeligesトGriechenland!

…（StA 2.91/92)･‥/Ｗｏ，ｗo leuchten sie dennレdie fernhintreffer!deUつSpriiche?　Z Delphi

schlummert und wo tonet das groCe Geschik? / Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegen-

wartigen Gliiks voU / Donnernd aus heiterer Ｌﾘ=牡iiber die Augen herein? √Vater Aether!

…“（｡Brod und Wein“ V.55/V.61-65)　　　　　　　　　　　∧

　Die beiden Begriffe, Natur und Begeisterung kommen vφh deトＨｙ血叩耳φlderlins

。Wie

wenn am Feiertage…“（Ende 1799) her:

。Die

Natur ist jezt mit Waffenklang erwacht, /
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　Ｕμd hoch vom Aether bis　zum　Abgrund　nieder /しNach　vestem　Geseze, wie einst, aus

heiligem　Chaos Ｉぽezeugt, /上Fiihlt　neu　ｄｉｅ十Begeisterung siむh,上/　Die　Allerschaffende

wieder.“（Ｖ.23-27:･ StA 2.118) Diese allerschaffende Naturにdie urspriingliche Mutter des

　｡seeligen Griechenlandes “ lieB sich in der altgriechischen Geistesgeschichteしdem 。obersten

　｡Gott“ unterordnen, den尚man im Sieg des cHristlichen Roms iiber die Antike durch　den

. patriarchalischen Gott der Bibel ersetzte. Nun rehabilitiert S1血 bむi Holderlin 。die machtige,

　die gottlichschone Natur“ im V.13 der Feiertagshymne:。Je排丿aber tagts! Ich harrt und sah

　es kommen, / Ｕｎｄﾆwas ich sah, das Heilige sei meiトＷＯ比/ Denn sie, sie selbst, die alter

denn ･die Zeiten / Und iiberﾚdie Gotter des Abends 面d Orients ist, / Die Naturしi牡jezt mit

　Waffenklang erwacht,･‥“(V. 19-23と　StA 2.118) Die Urmutter der Gotter√ die gottliche

　Natur stiftet Frieden zwischen den 。Gottern deSトAbendが‘mit dem。obersten ＼Ｇｏtt“ :und den

　Urgottern des 。Orients“ mit Isis und Osiris. Uns tむiltderダVater dビダGeschiぐhtsschreibung

　die Meinung der alten Agypter mit: 。Von Osiris behaupten:ﾉje√er sei unser Dionysosﾚ…

Isis ist der agyptische Name fiir Demeter.…Nach agypticher Meinung sind Demeter und

　Dionysos die Fiirsten der Unterwelt.“(Herodotos 2.42/59/123:S.237/251/307) Demeter und

　Dionysos, die Gottheiten Von大丿Γod十und Wein“ stehen jetzレdem　。obersten　Gott“(V.23)

ニgleich. Hiermit korrigiert der deutsche Dichter die fehlerhafteよNationalkonvenienz“　der

alten Griechen,上indem er das 。Orientalische“ vom Griechentum wiirdigtト｡Ich hoffeいdie

　griechische Kunst, die uns fremd ist, durch Nationalkonvenienz〉und Fehlerレmit denen 合紬

　sich　immer　herum　beholfen　hatレdadurchﾄlebendiger, als　gewohnlich　dem　Publikum

　darzustellen, daB ich dasしOrientalische, das sie verlaugnet hat, mehr heraushebe, ｕnd:しihren

　Kunstfehler, wo er vorkommt, verbessere.“（H6!derlins Brief an FｒトWilmans. 28.9.1803: StA

　6.434)犬　　　　ト　=●●●●　　　　　　●●　　　　●●●　●●●●万　　　　　　　ヘニ　　　　　　　　ニ

Hblderlins Zeus ― der 。oberste Gott "(V.23)･von･。Brod ｕnd･Wein:’:(1800-!801)

・.･･･.　　・.･　　　..･･.　.･.･･.　･･.・　　　.･　.・..　　　･･.　　･.･.･　　　　.･.　･Katsumi ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ……

　（1）ＰＡＮＴＨＥＩＳＭＵＳ UND ＭＯＮＯＴＨＥＩＳＭＵＳ△　　・.･.･･..･･.　　.･　　　･･　　　　･.･..･　　　　　　　　･.･

　　Hier geht es um das Verhaltnis des 。obersten Gottが Ho Merlins zum olympischen∇Zeus.

Zuerst merken wir auf den Unterscれied zwischen ｄｅｈ。obersten　Gott"(V.23) und　dem

　。Hochsten“(V.155) von　。Brod und Wein“(1800f.) auf:……,,Aberトindessen　ｋｏｍｍt十als

　Fakelschwinger des Hochsten / Sohn, der Syrier, unter die Schatten herab.ブSeelige∧Weise

　sehns;　ein Lacheln aus der ･gefangnen / Seeleニleuchtet,･ dem Licht thauet ihr Auge ｎ＆h

　aｕfじ.“(V.155-158トStuttgarter･ Ausgabe　＝トStＡﾚ2･.95) Der　。Sohn　des　耳ochsten“==･ist　der

犬｡Syrier“(V.156) von Palastina, Jesus Christuはnach dem gedankenlyrischen Konteχt. Also

･nennen
wir卵inen Gottvater den 。Hochsten｡,∧den zwar∇der Dichter als einen Zusatz zum

Gottessohn　anbringt.　Wichtig　vor　allem〉1寸犬diese　zuriickhaltende　Erscheinung　des

ダ｡Hochsten“, die dem geheimnisvoUen Urgrund entsぱicht. Nicht nur der Gottvaterトsondern

auch Christus zeigレsich　im犬Gedicht　wie ｅｉｎダstiller　Gott　auf ＼dunkler ト Ｗｏ!k9,ﾀﾞ/

　VerborRenwirkend iiber seiner･ヽWelt / Mit freiem Auge ruht.“(,,Emilie vor ihrむm Brauttag“

　1799∠V.29-31: StA 1.278):＼ぷAIS大己rschienen zu lezt ein犬stiller Genius, himmlisch / Trostend,

　welcher des Tags Ende verkiindet' und schwand, / Li縦陣m Zeichen, daC einst er da gewesen

　und wieder / Kame, der:himmlische Chor einige:Gaaben:zuruk.“（｡Brod und Wein“V.129-132:
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I

……ﾉｹ………万ﾚ::J万……………＼………

StA 2.94)∧Ｄｅｒ十Gottessohn
･als∧,

stiller………Genius"ﾚ(V.129)宍……j……分恥可臨皿ﾉ加＼……:l･．.･b.1血r

Ｃｈｏｒ“(V.132)しund erinnert……uns　ａｎﾕden ＼ｗｄﾚ㈲（くM6姐乱臨前im………ﾚ晶面d長雨………noch

･Ｈｉｍ.ｍｅＬ..･.･.･.　　..･･･　　　　　　　..･･　･.　･･･...･･･..･.]………:………1…………1………＼ﾄ=..……ﾆｹﾞﾚﾉ…………＼ｹ＼ﾉﾚﾔ･:……゛ﾚﾚ･‥‥‥‥:ﾉﾚﾚ]…………J……〉……………ト･I

Di卵心borgenwirkendste Christusgestal卜如:4昨△寸哺………1I･==1.=φ･.･jy･I･り=1ね4.1･1言丿縦j｡一回･.,･Personalうrone

(V.107) von｡Bt(?d und Wein“‥:し｡Waru皿仙南旅行wie so前仏慨（ﾚ別如le des M面映s e

2｡9Q)∧Anscheinend fallenへunsnur das Lampenlicht c

,,Fakeln"(V.2) auf, weil hi昨die bescheidene乱i‰

Mondesダam Platz ist.　　　……1.

　Ｇｅsむhickt webt Holderlin den j｡obersten

(Ｖ｡14)･, der 。･Nacht“(Ｖ･｡15),･des･｡stillen･Ｇ印

allerersten sind die anfanglichen Verse 1-18 dりれ]N4

assoziiert, wie Clemens Brentanoトin sei:面ｍ 。て嶮り小

1816"(StA 7.2ｿ433)し｡diese achzehnトVerse au卜die ,口

如h harre des Engels, der dieﾄGeburtﾚ＼d卵耳e皿面面:=

liebste Gedkホt ein, das ichﾕkenne;士郎1Sレd=雷ｿ耳毎

Gewalt iibeΓ･血沁『hat; es gibt mir Frieden一面4∧お抑

dem ichしliegeにwie ein……Kind im SchooBe dりで=:M

Schmerz, als dem des工jebens面吐h仰pt.▽聊爾/IGり面

sagteごRede薗cht mehr n1沁 miｒ!/S(承前（lnくdich,ﾚs

励t卯トGewiC, gewiBレund von gan加ｍ Herzenじｊ

Madonna mit dem Jesuskindしin∧E瞬lれerung imｻﾞ琴海

Sowohレ1n diesem 幽心tlichen wie in jenemレ丿欧卜

Ｖ半118 der Nach卜mit＼dり皿。Hochst叫“(V.155)ヶ如魯

tief･一一in･.sichトselbst zuriick.づAber･　diese verb･ｏ=1

Lichtgestalten haben sich miteinander im Gleichge'w

ソeｒ･kamし

trostend

eｒ“

Gott

auch
、das

/d耐二griechische

iﾚder christliche

Aufsatz:………Ｄｉｅ

rsitat Kotzschi.

■riifen.
Auch die

尚と……｡,,Sieh!尚……und

，＼/………Glanzt die

traurig und

しprachtige"丿Nacht

（｡､Erleuch-

3………von 1802トdaS･

Gasse,

こ=胆od u姐ﾚＷ:幽トVLこ1J/:……StA

ﾄﾞﾉ(Ｖユ)………ｕhdﾚ………d仙………:beleuchtenden

叫ずしd略ﾊﾟﾚ。,gりt

usf.ヶ61nトZu

Nacht

Dezember
心犬よう‥.……，･J･und

以上mir das

函magische

！aus, unter

へmit keinem

一一　･･..･･.
.･●･　・・

士wenn･ sie ・ rn1「

:will fiir dich

itiker ist die

itトHo Merlins.

stimmen∧die

zieht:sich zwar

肋=∧欧i向姐schenund二二d
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　Deshalb gilt es kein Entweder-Oder in 。Brod und Wein“， wie der griechische Pantheismus

oder der christliche Monotheismus, sondern ein Zwiegesprach von beiden steht vielmehr im

Zentrum des Interesses des Dichters. Wenn aber der Bezug des Griechentums auf jene

verborgensten Tiefen nicht beriicksichtigt wird, kommt so　eine Fragestellung, wie Emil

Pezolds 。exegetischer Versuch “ （Ｈ肌面凡抗ｓ Biヽｏｄ　ｕｎｄ　Ｗｅｉｎ.Gymnasialprogr.Sambor 1896f.

S.78)･:。2a. ｄｅｒ　ｏｂｅｒヽｓtｅ　Ｇｏtt;　das　Bediirfnis　HoMerlins, in　seinen　pantheistischen

Polytheismus Einheit zu bringen, spricht sich aus im Brief an den Bruder aus der Schweiz:

,ａDeo principium. - Wie wir sonst zusammendachten, denke ich noch, nur angewand-

tｅｒ!Alles unendliche Einigkeit, aber in diesem Allen ein vorziiglich Einiges und

Einigendes, das, an sich, kein Ich ist, und dieses sey unter uns Gott!‘(Marz 1801: StA

6.419) Also eine Annaherung zum Monotheismus, doch noch immer kein persohnlicher und

kein supra- Oder extramundaner Gott. der oberste Gott ist der Aether, wie　ich　noch

versuchen werde zu erweisen.“Im Gegensatz zu Pezolds dualistischer Lesart steht Brentanos

romantische christliche Einfiihlung, als　dieser　die ersten　achzehn Verse von 。Brod und

Wein“ mit dem Titel 。Die Nacht“ in Seckendorfs 。Musenalmanach“(1807) findet, wovon

sein Brief an Philipp Otto Runge vom 21. Januar 1810 zeugt: 。Niemals ist vielleicht hohe

betrachtende:Trauer so herrlich ausgesprochen worden. Manchmal wird dieser Genius dunkel

und　versinkt　in　den　bittern　Brunnen　seines　Herzens;　meistens　aber　glanzet　sein

apokalyptischer Stern Wermuth wunderbar riihrend iiber das weite Meer seiner Empfindung.

…Besonders ist d i e N a c h t klar und sternenhell und einsam und eine riick- und vorwarts

tonende　Glocke　aller　Erinnerung;　ich　halte　sie　母ｒ　eines　der　gelungensten　Gedichte

iiberhaupt. “（StA 7.2.407) Der Mittelpunkt dieses sehnsiichtigen Erlebnisses findet sich in den

V.9-12: 。･‥；ｕnd die Brunnen / Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet. /

still in dammriger Luft ertonen gelautete Gloken, / Und der Stunden gedenk rufet ein

Wachter die Zahl.“（StA 2.90)

（2）。DER EIGENTLICHERE ZEVS"

　Eine Wechselwirkung von Griechentum und Christentum in 。Brod und Wein“ bestatigt

sich in der tJbereinstimmung der griechischen 。Gotter“(V.109) mit der christlichen 。Nacht“

(V.15) im Gesichtspunkt der 。verborgenwirkenden “ Heiligkeit : 。Aber Freund! wir kommen

zu spat. Zwar leben die Gotter, / Aber iiber dem Haupt droben in anderer Welt. / Endlos

wirken　sie da und　scheinens wenig　zu　achten, /　Ob　wir　leben,・so　sehr　schonen　die

Himmlischen uns.“（｡Brod und Wein“ V.109-112: StA 2.93) Auch iiber die oben erwahnte

｡Nacht “ wiederholen sich die schon zitierten V.15-18: , ■■■; die Schwarヽmerische, die Nacht

kommt, / Voll mit Sternen und wohl wenig bekiimmert um uns, / Glanzt die Erstaunende

dort, die Fremdlingin unter den Menschen / 山ｅｒ Gebirgeshohn traurig und prachtig

herauf.“（StA 2.90) Dann beginnen　die ｖ.19-30 iiber　den　。obersten　Gott “（Ｖ.23）ｕnd　die

｡wunderbare“ 。Nacht“(V.27):。Wunderbar ist die Gunst der Hocherhabnen und niemand /

WeiB von wannen und was einem geschiehet von ihr. / So bewegt sie die Welt und die

hoffende Seele der Menschen, / Selbst kein Weiser versteht, was sie bereitet, denn so / Will

es der oberste Gott, der sehr dich liebet, und darum / 1st noch lieber, wie sie, dir der

besonnene Tag. / Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten / Und versuchet 2ｕ
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Lust, eh' es die NO曲 ist, den Schlaf, / Oder es blikt auch ｇ卵ｎ ein treuer Mann ｉｌ!die

Nacht hin, / Ja, es ziemet sich ihr Kranze zu weihii und Gesang, / Weil den〉Irrenden sie

geheiliget ist und den Todten, / Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist."(StA 2.90f.)

　Der　Kontrast　zwischen　der　。Nacht“　ｕnd………゜demﾍﾒ）beｒStｅｎ　Gott"　entspricht　dem

Charakterunterschied　zwischen　dem　。treuen　Mann“(V.27), der　。gern　in　die　Nacht

hinblikt“(V.27), wie der Dichter der 。Nachザ･in八耐ich ＼Ｈ釧d町1≠selber,∇und dem klaren

Auge“(V.25), dem 。der besonnene Tag noch １･ieberist“(V.24), als die geheimnisvolle Nacht,

fiir die die Romantiker, Novalis und Brentano eine Vorliebe haben. Hinter diesem 。klaren

Auge“　erscheint Ho Merlins Freund, Wilhelm Heinse(1749-1803), den der Dichter 。dich“

(V.23)叩nnt und auf den 。oberste ＧＯ恍“bezieh卜｡。SO芦迎es der oberste Gott, der sehr

dich　liebet.“(V.23) Dieser　Augenmensch　wie　Goethe verkorpert　die　Lichtseite　des

Griechentums und wird durch den Dichter der 。Nacht“江die Schattenseite der hellenischen

Mythe eingefiihrt･ 。Heinse, der beriihmte Verfasser deS▽Ardinghello(1787), lebt mit uns

hier. Es ist wirklich ein durch und durch treflicher Mensch. Es ist nichts sch oners. als so

ein heitres Alter, wie dieser Mann hat.“［Ho Merlins Brief･血犬］den Bruder vom ６. August

1796: StA 6.216) Er ist um die 50 und 21 Jahre alter als Holder lin. Sein ,,heitres Alter“ und

｡klares Auge“ wirken in der Gestaltung des 。obersten上Ｇφ耕eS“zusammen. Dementsprechend

neigen wir zur Ansicht, daB der Olympier Zeus mit ihm korrespondiert｡

　｡Zeus, wer er auch 卵ｉｎmag, iｓレihm dies / Ｌ毎卜als Nam und･ stehtし｡=11･hman, / Ruf ich

so ihn betend ａｎ.“(Aischylos 。Agamemnon“ 160-162: Tragodienコund Fragmente. Tusculum-

Biicherei. Miinchen. Heimeran.　2.Aufl. 1969. S.17)｡｡Den wilden, unterirdischen Zeus, den

hochst / Gastfreundlichen fiir die Gestorbenen“ erwahnレAischylos im Fragment mit dem

Titelユ)ie Agypter“(op. cit. S.555). Auch die das Staatrecりt Kreons vernachlassigende

Antigona stiitzt sich auf ihren eigenen 。Zevs“Ｕｎｄ……die。Todesgotter“(Sophokles 。Antigone“

450f.:　Tragodien und Fragmente. Tusculum-Biicherei. Munchen. Heimeran　1966. S.268):

｡KREON. Was wagtest du, ein solch Gesez zu brechen? ／……:ＡＮＴＩＧＯＮＡＥ.」⊃arum.Mein Zevs

berichtete mirs nicht; (450/451) Noch hier im Haus das Recht der Todesgotter, / Die unter

Menschen das Gesez begranzet; / Auch dacht' ichしnicht∠ﾌﾟessei dein Ausgebot so sehr viel,

/ DaB eins, das sterben muB, die ungeschriebnen driiber, / Die festen Sazungen im Himmel

brechen soUte. / Nicht heutトund gestern nur, die leben immer,∧Und niemand｡weiB, woher

sie sind gekommen.“(Holderlin: Frankfurter Ausgabe 197肘f. Bd.l6. Sophokles. 1988. S.309)

Im Vergleich mit diesem 。ZeｖS“der 。Antigona“ konnen wir den＼,･,obersten Gott“（Ｖ.23）Ｖｏｎ

｡Brod und Wein“， ｎざch Holderlins anderem Wort, fiirﾄden 。eigentlicheren Zevs“ halten:

｡Fiir uns, da wir unter dem eigentlicheren Zevs stehen, 面ｒ nicht nur zwischen dieser Erde

und der wilden Welt der　Todten　i n n e　ha l t,………sondern　deりﾄewig mensむhenfeindlichen

Naturgang, auf seinem Wege in die andre Welt, eｿﾞntschiedener zur Erde zwinget,

…, da hingegen die Haupttendenz in den Vorstel畑ngsarten unserer Zりitist, etwas treffen

zu konnen, Geschik zu haben, da das Schiksaallose, das J∂りびμOQOiJ,unsere Schwache ist.“

(Holderlin 。Anmerkungen zur Antigona“　1804. Kap｡3トStA 5.269f.:　Frankfurter Ausgabe.

Bd.l6. Sophokles. S.418)　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　Dem 。eigentlicheren Zevs" steht das 。groCe Geschik“(V.62) im Hohepunkt 面Ｓ。seeligen

Griechenlandes“（Ｖ.55）Ｖｏｎ Holderlins 。Brod und Wein“ gegeniiber: 。Seeliges Griechenland!
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du Haus der Himmlischen alle, / Also ist wahr, was einst wir in der Jugend gehort? ･･･ Wo,

wo leuchten sie denn, die fernhintreffenden Spriiche?/ Delphi schlummert und wo tonet das

groBe Geschik? / Wo ist das schnelle? wo brichts, allgegenwartigen Gliiks voll / Donnernd

aus heiterer Luft iiber die Augen herein?/ Vater Aether! ･･･“（｡Brod und Wein“ V.55-65:

StA　2.9祗）Ｅｂｅｎ　diese V.59ff. erlautert　zwar　R.B. Harrison (｡Holderlin　and　Greek

Literature“Oxford 1975. S.104f.), aber er beriicksichtigt hier nicht 。jenes Naturhafte･， das

die Griechen der groBen Zeit　das ∂εはj6v　und Ssいy drazoヱ■I,das　Furchtbare nannten.“

(HeideggeピNietzsche. PfuUingen 1961):二In the fourth strophe he conjures up a vision of

Greece in ａ series of questions. The first third of the strophe (V.55-60), itself embedded in

the triadic structure o･f the elegy as a whole, ends with a quite general picture of Greek

religion: Aber die Thronen, ｗｏ? die Tempel, und wo die Gef郎e，/Ｗｏ mit Nectar gefUllt,

Gottern zu Lust der Gesang? The beginning of the second third (V.61-66) is marked not

only by the repetition of ‘ｗｏ∵but also by the fact that the questions are specifically

concerned with the god of Delphi, Apollo, and ‘Vater Aether'(V.65), that is to say, Zeus

as the god d 七he sky: Ｗ０，ｗｏ→･･(p.lO4/p.lO5) Holderlin, however, asserts his belief in the

divinity of nature with　the　imagery　of Horace, who　professed　to　revise his　sceptical

attitude when ｈｅ□heard how ‘Diespiter…per purum tonantes / egit equos volucremque

curru�(Horaz. Werke. Tusculum. Miinchen. Heimeran 1957. Teil 1. S.58/S.59. Carmina

1.34.5-8: Der Gott, der sonst nur durch Wolkennacht / Den hellen Blitzstrahl schleudert, der

lenkte jiingst / Durch heitre Luft die Flammenrosse / Mit dem gefliigelten Donnerwagen)

…‘Jupiter drove his thundering horses and swift chariot through the　clear sky.'　Since

Holderlin had translated two of Horace's odes and planned for his journal Iduna essays

‘iiber einzelne Oden des Horaz'(Br.l78: StA 6.323) it seems very possible that he had this

ode in mind. Certainly Horace's assertion d belief would have been more attractive to him

than the destructive argument　of　Lucretius （｡De　Rerum　Natura“　6.400ff. Stuttgart.

Reclam-Universal-Bibliothek. 1973. S.490ff.:denique cur ‥･Juppiter ･‥ / SchlieClich: warum

wirft nie aus iiberall heiterem Himmel / Jupiter auf die Lande den Blitz, laBt Donnern er-

tonen? /… / warum donnerレdann von dort, daB ihn meiden wir konnen, / warum erregt

er Dunkel vorher und Drohnen und Rollen? / Und wie soUtest glauben du mogen, daC

zugleich er in viele / Richtungen blitzt?）“｡・　　　　　　‥　　　　　ト　　　　･｡

　Das Wesentliche von Ho Merlins　。seeligem　Griechenland “　ist nicht Harrisons Frage-

stellung, ob es um den Epikureischen Materialismus und Atomismus eines Lucretius oder

um eine Horazische Konversion geht, sondern es ist ein Wagnis, die urgriechischりReligiosi一

伍t wiederzufinden, die nicht unter de［Herrschaft des 。eigentlicheren Zevs“ steht, der dem

｡obersten Gott“（Ｖ.23）Ｖｏｎ。Brod und Wein“ entspricht. Auch dem romischen Dichter der

｡Carmina“(I.34.5ff.) fehlt　gerade　diese　Religios此肩, da　sein　pittoresker　。Diespiter“

(Jupiter)。ｍ此　dem　gefliigelten　Donnerwagen “　und　den　。 Flammenrossen“　eher　vom

umsichtigen Kunstsinn zeugt, als　von　der naiven　Pietat, die　Holderlin　eigen　ist. Im

Gegensatz zum humanistischen Hellenismus der romischen Intelligenz, einem Produkt　des

。eigentlicheren Zevs“ steht das mythische Urgriechentum Holderlins, das in den tragischen

Figuren des Sophokles, Oidipus und Antigona gipfelt. Diesem europaischen Intellektualismus

tritt Hamanns tiefsinniger 。Damon des Sokrates“ gegeniiber, der als 。der leere Verstand
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eines　Sokrates　so　gut　als　der Schoos　einer　reinen　Jungfrau,士frucホtbar　werden

kann.“(Hamann 。Sokratische Denkwiirdigkeiten" 1759. H:Samtliche Werke. Wien. Herder

1949-57. Bd.2. S.75) Mit diesem damonischen Verstand geht Hand in Hand der orake!hafte

ApoUon vom pythischen Delphi, der den sogar def:Sphinx an Wりisheitiiberlegenen Oidipus

｡geschlagen“ hat:　。wie man Helden nachspricht, kann ich wohl sageり，dafi mich Apollo

geschlagen.“(Holderlins Brief an Casimir Ｕ･lric灯入Bohlendorffﾚ如ｍＮりvember 1802:　StA

6.432) Also entsprechen die Verse　iiber das apoUinische 。Delphi“(V.62), das 。groCe

Geschik“(Ｖ.62)ｕｎｄ　den　Donner　。aus　heiterer･　ＬＵれｸﾞ(V.64),　namlich　dem　。Vater

Aether“(V.65), den Versen iiber den griechischenこＧｏtに(V.105) des tragischen 。Stempels“

(ｖj06)ｕnd die verborgenwirkende Christusgesta坪(V.107-108):。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 :F＆tﾊﾞ‘(↓↓Brodund Wein“ V.105-108) Uns

informiert Hamann iiber diese tragische Gestalt des Gottessohnes:　,Ihre gesunde Vernunft

stieC sich daran、daB deｒ　ＳｃｈｏＴｉｓtｅｕｎtｅｒ二ｃｆｅｎＭｅtｔｓch£元反ｉｎｄｅｍihnen ･zum Erl6 ser

versprochen war, und daB ein Mann der Schmerzen, voller Wunden und Striemen, der Held

ihrer Erwartung seyn sollte.“（｡Sokratische Denkwiirdigkeiten“しIレS社印tliche Werke･ ＝Bd.2･

S.68) In diesem Zusammenhang ist es sinnvoU, Heideggers ,Brief iiber den 。Humanismus ≪"

(1946) zu zitieren: 。Die Griechen sind die Griechen des Spatgri叩hen turns, deren Bildung in

den Philosophenschulen gelehrt wurde. Sie betrifft die eruditio et institutio in bonas artes.

…Das Griechentum wird aber stets in seiner spatenロｅ財政れよund diese selbst romisch

gesehen. ･･･Zum historisch verstandenen Humanismus gehor卜deshalb stets ein studium

humanitatis, das in einer bestimmten Weise auf 似s Altertum zuriickgreift und so jeweils

auch zu einer Wiederbelebung des Griechentums wird. Ｄａｇﾄzeigtsich im Humanismus des 18.

Jahrhunderts bei uns, der durch Winckelmann, Goethe und Schiller getragen ist. Holderlin

dagegen gehort nicht in den 。Humanismus≪, und………zwar二面shalb√ｗeiトer das Geschick des

Wesens des Menschen anfanglicher denkt, als dieser 。Humanismus≪ es vermag. “(Gesamtaus-

gabe　1976ff. I.Abt. Bd.9. Frankfurt　am Main.∧Klostermannﾄ1976⑤S.320:　Wegmarken

1919-1961. S.151-152)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

　Heideggers 。anfang!icheres Denken“, das Ｈφlderlinsche Tiefensinnen findet s対1 wieder im

｡Brief iiber den 。Humanismus≪'‘(Gesamtausgabe. 1.9.339: Wegmarken 170):。Das Sein als

das Geschick, das Wahrheit schickt, bleibt verborgen. Aber das Weltgeschick kiindigt sich in

der Dichtung　an, ohne　da 6　es　schon　als　Geschichte des　Seins　offenbar　wird. Das

weltgeschichtliche Denken Holderlins, das im Gedicht ，Ａりdenken≪ zum Wort kommt, ist

darum wesentlich anfanglicher und deshalb zukiinftiger als
｡･das

b16 B e Weltbiirgertum

Goethes. Aus demselben Grunde ist der Bezug Holderlins zum Griechentum etwas wesentlich

anderes als Humanismus.“ Dieses 。anfanglichereトＤむnkeri" heifltﾚﾉ姐s。griechischere Ｄｅねｋｅｎ“

in Heideggers 。Unterwegs zur Sprache“(Pfullingen. Neske 1959. S.134):へ,J Wie ist es also

mit Ihrem Verhaltnis zum Denken
I
der Griechen?=し……/Ｆ.･｡･j･:Unseremheutigen Denken ist es

aufgegeben, das griechisch Gedachte noch griechischer zu denken.“（｡Aus einem Gesprach von

der Sprache. Zwischen einem Japaner und eine印Fragenden“ス953-1954) Auch Wi!helm

Heinse als　。klares Auge“, der Lieblingsdichter des　。obersten Gottes“　gehort also zum
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deutschen Humanismus d嶮 18トJahrhunderts und wird zu Ho Merlins▽gedankenlyrischem

Griechengedicht。Brod undトWein'‘eingeladenトZuerst vom Gesichtspunkt〉Heinses aus pragt

sich der 。oberste Gott“　als　。eigentlicherer Zevs“　aus. Dann entwickelt sich allmahlich

Holderlins　。anfanglicheres Denken “レｕｍし｡das griechisch Gedachteしｎｏｃｈ“　urspriinglicher

bildlich zu denken und in tiefes Sinnen iiber das ,,gro6e Geschik“(V.62)コnd:ﾕｄｅｎ二Vater

Aether“(V.65) zu versinken√wo der neue Ｚｅｕsトder｡Antigona“ den 。obersten Gott“(V.23)

ersetzt, der ,,verborgenwirkende " Olympier, wie deｒ丿ythische Apollon ＼in der Tragik des

Oidipus.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　ノ　　　　ニ　　　尚　　　ニ

（３）ＤＩＥ。NATUR" UND DIE 。BEGEISTERUNGﾀ一一．　　　．･．・Ｉ　･･．：･．　Ｉ．．：　・　･･ｿ　・　．．．

　Schon･ oben haben wir die griechischen｡Gotter“（Ｖ.109）√die］,,in anderer ･Welt "(V.I 10)

｡endlos wirken “(V.lll) und die ,,Schwarmerische, dieしNacht'‘(V.15)ハ,die Fremdlingin unter

den Menschen“（Ｖ.□) auf einen gemeinsamen Ｎｅ皿ｅｒ＼gebracht. Denn beides verhalレsich

｡wie ein stiller犬Gott auf dunkler Wolke, / Verborgenwirkend iiber seiner Welt∧Mit freiem

Auge ruht.“ Im iibrigen ist auch die Nacht eine Gottin√zwarコeine Urgottheit in Hesiods

｡Theogonia“(Samtliche Werke. Ziirich/Stuttgart. Artemis 1970レS.33f.):ト　　　　　‥‥‥‥

116

117

120

121

122

123

124

125

126

127

128

Wahrlich, zuallererst entstand die gahnende Le＆･3 (Chaos), alsdann aber

Die Erde mit ihrer breiten Brust, fort und fo紅雀cherer Sitz von alien,

Und ＥtヽOS,der der schonste ist unter den todfreien Gottern,・　.･　.・・

Der Gliederlosende, aller Gotter und aller Menschen　　　　ニ　＼　犬

Sinn und verstandige Absicht bezwingt er inトihrer Brustレ･.･..･.･　　･･　　　.･･

Aus der gahnenden Leere entstanden Erebos und dunkle Nacht;　　犬

Aus der Nacht dann wieder entstanden∧Himmelshelle(Aether) und Tag,

Die sie gebar schwanger･ vom Erebos, in･ Liebe sich･ihm vereinend.

Die Erde(Gaia) aber brachte zuerst hervor gleich weit∧wie sie selber　ニ

Den HimmeKUranos), den gestiernten, daC er s福働erall einhiille,　上

Auf daB er sei ｄｅｎしseligenGottern fort und fort Sitz ohne Wanken.

Weder Apollon noch Zeus ist in der mythischen Urzeit deｒ。Theogonia“尚geboren. Der

Urvater von Apollon, Zeus und anderen。seligen Gottern“〉des言patriarchalischen O!yffips, der

｡Himmぷ‘(Uranos) tritt erst im V.127 hervorトAuBerdem ist er der Sohn der 。Erde“(Gaia)

ｕndﾆkein tagheller Himmelトsondern der 。gestirnteべV.127) Uranos der ｹNacht. Die Nacht

selbst, die Mutter vom 。Aether und Ｔａｇ“(V.124) entstand aus dem Chaos, das die Trias

mit der Erde (Gaia) und dem Eros ausmacht. Diese urspriingliche Triade bestatigt sich in

Platonsへ.Symposion“（178B）:ハ，･■･ Hesiodos, welcher sagt, zuerst seiしdaS犬Chaoりgeweseれ，

aber nach diesem / breitgebriistet die Erde ein Sitz ＵｎＷ皿delbar alien,ツニEros auch, sagt,

nach dem Chaos war en diese beiden gewesen, dieﾆErde上面dトＥｒ6ぐ‘(WerkeレDarmstadt

1971-1981. Bd.3. S.231)　　　　　ヶ　　　　　.・　.・.･･.・..　　　　･.・　..･･　　　　・･･.･　・..･.　･.

　犬Nach Platons zitierten V.116ff. der 。Theogonia" konnenﾌﾞｗiｒﾀﾞderFufinote der 。Samtlichen

Werke" Hesiods folgen (S.33):。Der folgende Vers 118 wahrscheinlich, 119 sicher spaterer

Zusatz:　　尚　　ご　　犬　犬　　　　　　　し　∧　　‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥
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118犬ＤｅｎトUnsterbliche:

119 Und derﾄdunstige

In bezuぽ一万aufHolderlins

die

B加d]und Wein"J4aｙｙ“"& .｀4｀゛ｔ.｀.゛｀J゛｀゛｀゛J.J.±11O･:, i-Ji. WU- U.1･1ふ･･vv･りょ･j･ .･ U･

im Zusammenhangし皿it上面tﾚGottin∧Ｖ血……Brot

姐ｄt:く面sﾚDichterり……platonischen｡聊ｏ:s‘'(Liebe)………=

Diesem∧Ｇ皿ｎ面己danken∧des heiligeれEros uりdllﾅ|ぐ

die die zusatzlichenトV.皿肘｡mit denしolympische

｡･Ｔａ巾締俯:｡ブVIﾕ扮) bew･illigt.･Denn ･s如……laBtdieｹﾞ

zu, der sog卵白die ･Mutter Erde den olympischen

infφΓno in ihremヶtiefen｡Herzen∧griinden:werde.

ｕnd∧Demeterしder Erde i旨e Rehabilitation√d4………ぐ

面節緋√als zum Vater Uranosレニ………　……ニ〉

　ﾆp昨Ruhe十und Ord叩題der Olympier raum

schatzt:die二mach塙匹∧die gottlicホschone '

Gotter desﾚAbends und:Orientsコist.'‘(｡竹如、

s如八面如tﾀﾞg血sも毎ｅｒﾚＷ紺:erung /､Sトdie ke如

erziehtトin岫chtem Umfangeね/･Die machtig町]J萌?ﾚ=も

schlafen sieレ乱heint zu Zeitenコdes Jahrsし/ﾔＡ迂

Volke血ブSo trauert der Dichter Angesicht尽か

sie i血血er. / Denn ahnend ruhet sie selbs卜牡面]

ｋｏｍ出面,･/ Und Ｗａsにich sah, das Heilige seiし==ね

denn die Zeiten / Und iiber die Gotter d的 Aben

Waffenklang∧erwachtに卜Ｕμd………hoch………vom一一Aeth.･

Geseze, wie el恥t, aus he甫gem Chaos gezeugt

Allerschaffende wiederﾝ‘(V.10-27:StＡし2工18)工大

Hesiods urgottliche〉Trias von………Chaos, Er(

Feiertagshymne:(生卵……｡heilige犬Chaos“(V.25･)｡,｡.I1万IJ;｡｡･･.

erschaffendeﾚBegeisterung“(V.26f.)レＤ紅◇｡eigeiう

im V.23 von。Brod und Wein" gehφΓt ｚｕトd如く汪

ｕnd=皿盛ysos, die beiden Gottheit:e［von Br

Tusculum.△Miinchen. Heimeran 1963. 2.Aufl.:ﾔ:=

｡リφtter des Orients" sind二Von Osiris behaupt

U･り9),,Isis ist der上海yptische Nameり沁大畑柏囁

sind∧Jpりmeter und Dionysos白山ｅ :Ｆ如映ゆdぱ二口ね抑

H61d昨lins Anmerkungen zur Antigona“ﾄsahen,゛ﾉ=lj･;iにjy:.=jlﾀﾞ

　　　・1　･ρ●:i.11.1･　･tTI　　　・　　　j　.■　¶●　s　・｀　・menschenfeiねdlichen:Naturgangentschiede

urgottli『:he Mutter』球1e。くりondern diり万〇be
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kann.“(op. cit. 2.75) Also beschrankt sich sein ｡seeliges Griechenland “ des 。groBen Geschiks “

keineswegs auf den ･heiteren 。Vater Aether“, sondern es existiert vom 。frohlokkenden

Wahnsinn “ der 。allerschaffenden Begeisterung“， zwar 。hoch vom Aether bis zum Abgrund

nieder, / Nach vestem Geseze, wie einst, aus heiligem Chaos gezeugt｡“（｡Wie wenn am

Feiertage ･･｡“V.24-25):。Ｄｒｕｍ! und spotten'des Spotts mag gern frohlokkender Wahnsinn,

/ Wenn er in heiliger Nacht plozlich die Sanger ergreift.“（｡Brod und Wein“ V.47-48: StA

2.91) Der　。Abgrund“　im V.24 der Feiertagshymne　entspricht　niemals　dem　。dunstigen

Tartaros “ der 。Theogonia“(V.119), einem Erzeugnis des　。eigentlicheren　Zevs“, sondern

vielmehr dem ･｡Erebos“, dem Bruder der 。dunklen Nacht“ nach der 。Theogonia“(V.123)｡

　Im lyrischen Gedankengang von　Ho Merlins　。Brod　und　Wein“　ist　Heinses　。klares

Auge“(V.25) eines　。verniinftigen　BewuBtseins“　der　Gegenpol　des　begeisterten　。Wahn-

sinns“(V.47) der 。Musen“(Platon。Phaidros“ 245A. Wahnsinn der Musen:　Werke 5.67) und

der dionysischen 。Bakchen “ des Weingotts : 。Ebenso auch macht zuerst die Muse selbst

Begeisterte･, und an diesen hangt eine ganze Reihe anderer, durch sie sich　Begeisternder.

Denn alle rechten Dichter alter Sagen sprechen nicht durch Kunst, sondern als Begeisterte

und Besessene alle diese schonen Gedichte, und ebenso die rechten Liederdichter･， sowenig die,

welche vom tanzenden Wahnsinn befallen sind, in verniinftigem BewuCtsein tanzen, so

dichten auch die Liederdichter nicht bei　verniinftigem　BewuBtsein　diese　schonen Lieder,

sondern wenn sie der Harmonie und des Rhythmos erfiilltsind, dann werden sie den Bakchen

ahnlich und begeistert, wie diese aus den Stromen Milch und Honig, nur wenn sie begeistert

sind, schopfen, wenn aber ihres BewuGtseins machtig, dann nicht, so　bewirkt　auch　der

Liederdichter Seele dieses, wie sie auch selbst sagen.“(Platon 。ｌｏｎ“533E-534A: Werke 1.15)

Hier geht es vor allem um das Lebendige, das aus Leib und Seele quillt und weniger aus der

Olympischen Ruhe und Ordnung des 。obersten Gotts“(V.23) stammt, als aus　dem Sohn

Semeles, dem dionysischen Bacchus und der 。Mutter Erde“， der 。Demeter“(Erdmutter):

｡Zwei Gaben ehrt der Mensch / Als hochste Guter: die der Demeter, / Der Mutter Erde

(nenn sie, wie du willst), / Die mit der trocknen Frucht die Menschen nahrt; / Dann kam

Semeles Sohn, von gleichem Rang, / Erfand den Trank der Traube, brachte ihn / Den armen

Menschen,･･｡“(Euripides　。Bakchai“　274-280:　Samtliche　Tragodien　und　Fragmente.

Tusculum. Miinchen. Heimeran 1972-1981. Bd.5. S.275) Die Neuorientierung Holderlins, diese

｡Gbtter des Orients“, Demeter und Dionysos　。mehr herauszuheben“, basiert auf seinen

griindlichen Kenntnissen der Antike: 。Ich hoffe, die griechische Kunst, die uns fremd ist,

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

dadurch lebendiger, als gewohnlich dem Publikum darzustellen, daB ich das Orientalische,

das　sie　verlaugnet　hat, mehr　heraushebe, und　ihren　Kunstfehler, wo　er　vorkommt,

verbessere.“(Holderlins Brief an Friedrich Wilmans vom 28. September 1803: StA 6.434)

Wie sein Schiller Martin Heidegger macht der Dichter sich zur Aufgabe。,das griechisch

Gedachte noch griechischer zu denken.“(op. cit. S.134)
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25.12.1996. Geisteswis. S.29-62 im horizontalen Druck.･‥‥　‥‥＼上

48. L'Origenisme historique 6t le Pietisme allemand ― Par egard pour les poetes pietistes:

Petersen et Klopstock. In franzosischerしSprache mit japanischer und deutscher Zusammen-

fassung. ln: GSPhFUK. Bd.5. 30.6.1997｡S.I 19-155 im horizontalen Druck.

49. Phasen der Apokatastasis in der deutschen Dichtung―Vo町Klopstocks｡Messias“(1748-
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deutscher Sprache mit japanischer, franzbsischer　Ｕｎｄ〕englischer　Zusammenfassung･

FdUK. Vol.46. 25.12.1997. Geisteswis. S.27-46 im horizontalen Druck.　　　　　犬

52∠｡Die Kiinstler'‘(1789) und 。Brod und Wein“(1り00-1801)→Von Schiller日加Holderlin. In

iapanischer Spracheﾚmit deutscher,ニfranzosischer　ｕhd……el!glischer Zusammenfassung. In:

ＦｄＵＫ｡Vol.46レ25.12.1997. Geisteswis. S.1-60 im vertikalen Druckレ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

53.･Der Messiassanger Klopstock(1724-1803)レIn japanischerニSprache∧mit deutscher und

franzosischer　Zusammenf assung. ＼IU:＼ FdUK.　Vol.46. 25.12.1997レGeisteswis. S.61-92　im

vertikalen Druck.　　‥　十　　＼　　　　　　　　∧　　　　　　　　・．･･．･．　　・・．　･．．　　．･．･　　　　　　・．
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und S.64(Nr.26-39) im Vol.43 der FdUK (Geisteswisトim horizontalen,Druck)ト

Manuscriptum receptum 1. 9. 1997

　Editum pronuntiatum 25.12. 1997



紹
介
の
書
評
（
概
要
は
約
二
〇
〇
字
）

一
九
九
六
年
度
春
季
研
究
発
表
会
）

つ
い
て
の

（
一
七
三
六
年
）
。

｡
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
”
:
　
　
.
Ｈ
ｅ
ｉ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
'
｡
　
Ｓ
ｅ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｅ
ｉ
ｌ
.
　
　
｡
Ｅ
ｌ
ｅ
ｕ
ｓ
ｉ
ｓ
”
Ｊ
（
独
仏
英
の

各
国
語
要
旨
を
附
し
た
本
論
は
和
文
で
、
一
九
九
〇
年
1
2
月
2
7
日
刊
・
高
知
人
堂
ふ
子
術
研
究
報
告
・

第
3
9
巻
・
人
文
科
学
篇
・
縦
組
１
頁
－
5
4
頁
所
収
の
筆
者
の
学
術
論
文
2
5
）
の
紹
介
文
（
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
･
　
ｉ
ｕ
Ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
の
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
-
Ｇ
ｅ
ｓ
ｅ
ｌ
ｌ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
刊
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
-
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ

　
　
１
９
９
２
-

１
９
９
３
-
第
2
8
巻
・
固
耳
耐
Ｑ
ユ
の
Ｍ
ｅ
ｔ
ｚ
ｌ
ｅ
ｒ
社
一
九
九
三
年
刊
・
三
一
四
頁
所
収
）
・
：
通
例
は
ｌ

ｖ
Ｇ
国
際
学
会
な
ど
欧
米
で
定
評
あ
る
学
術
誌
上
の
論
文
を
主
に
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
権
威
に

囚
わ
れ
ぬ
批
判
精
神
を
持
つ
ド
イ
ツ
の
学
術
専
門
家
が
、
遠
隔
の
高
知
大
学
の
学
術
研
究
報
告
を

も
留
意
し
た
点
に
、
ま
ず
美
点
を
認
め
、
当
論
の
欧
文
要
旨
で
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
仕
事
の
内

容
に
つ
き
、
筆
者
自
身
が
紹
介
文
を
物
し
た
。
そ
の
要
点
は
、
と
か
く
文
献
学
と
哲
学
の
分
業
の

下
で
、
修
辞
と
思
索
が
離
さ
れ
易
い
時
流
を
克
服
し
て
、
そ
の
統
一
の
下
に
当
著
が
ヽ
ド
イ
ツ
思
想

詩
の
精
華
を
掴
ん
だ
点
で
あ
る
。

T
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
｡
　
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
m
i
著
「
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
　
　
ｄ
ｉ
ｅ

　
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
　
Ｓ
ｔ
ｒ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
　
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ

２
　
　
Ｈ
～
穴
帥
７
諮
～
｡
　
　
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
m
i
著
『

，

Ｗ
ｉ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｈ
ｒ
　
　
ｚ
ｕ
m
に
ｏ
ｈ
ｔ
ｅ

”

Ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｓ

≒
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｄ
ａ
ｍ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
”
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
｡
Ｓ
ｅ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
”
Ｊ
（
仏
語
要
旨
と
和
文
口

－

四

へ

14

卜/

：
『
へ

－
2

3
頁
所
収
の
筆
者
の
学
術
論
文

3 0
）
の
紹
介
文
［
右
記

・
？
第

2 9
巻
･
　
ｂ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
の
]
く
[
ｅ
ｔ
ｚ
ｌ
ｅ
ｒ
社
一
九
九
五
年
刊
・

ン
年
鑑
］
の
第

2 8
巻
（
一
九
九
二
年

－

一
九
九
三
年
度
）
で

V
　
i
-
ｂ
-
^
ノ
＾

V
J
^
　
t
　
I
　
I
　
l
1
r
T
+
7
U
*
/
1
1
1
　
r
i
l
S

ｒ
ノ
i
n
f
f
i
M
V
i
i
.
Ｗ
　
1/
　
｡
-
^
J
＞
f
H
U
T
"
＾
.
n
　
｡
~
^
ｆ

一
九
九
二
年
1
2
月
2
8
日
刊
・
高
知
大
学
學
術
研
究
報
告
・

専
門
家
と
し
て
は
古
参
に
属
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
成
果
も
順
調
に
ド
イ
ツ
本
国
の
識
者
の

目
に
留
ま
る
こ
と
と
な
り
、
今
回
は
筆
者
が
他
の
誰
に
も
増
し
て
根
気
強
く
取
り
組
ん
で
き
た
思

想
詩
冒
頭
の
独
自
の
解
釈
を
広
く
世
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

"
=
!
■
　
　
　
　
Ｔ
ａ
ｋ
ａ
ｈ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
｡
　
　
Ｋ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
m
i
著
『
（
Ｊ
ｅ
ｄ
ａ
ｎ
ｋ
ｅ
ｎ
　
　
ｉ
ｉ
ｂ
ｅ
ｒ
　
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
　
　
｡
Ｈ
ａ
ｌ
ｆ
ｔ
ｅ

　
ｄ
ｅ
ｓ

Ｌ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ
ｓ
”
（
応
召
）
』
（
仏
語
要
旨
と
和
文
口
頭
発
表
原
稿
を
附
し
た
本
論
は
独
語
で
、
一
九
九
四

年

1 2
月
2
6
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
・
第
4
3
巻
・
人
文
科
学
篇
・
横
組
5
5
頁
－
7
0
頁
所
収

の
筆
者
の
学
術
論
文
3
8
）
の
紹
介
文
（
右
記
Ｈ
ｂ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
-
Ｊ
ａ
ｈ
ｒ
ｂ
ｕ
ｃ
ｈ
　
１
９
９
６
-
１
９
９
７
　
･
第
3
0
巻
・

ｂ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
の
Ｍ
ｅ
ｔ
ｚ
ｌ
ｅ
ｒ
社
一
九
九
七
年
刊
・
三
頁
所
収
）
…
『
生
の
な
か
ば
』
に
関
す
る
ド
イ

ツ
語
圏
の
成
果
か
ら
、
ま
ず
筆
者
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
年
鑑
の
第
2
3
巻
（
一
九
八
二
年
－
一
九
八
三

年
度
）
所
収
で
、
翌
一
九
八
四
年
に
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
『
詩
歌
と
解
釈
』
第
三
巻
で
。
も
刷
ら
れ
た

定
評
あ
る
専
門
家
の
註
解
を
俎
上
に
載
せ
た
こ
と
は
、
批
判
を
尊
ぶ
ド
イ
ツ
の
学
風
に
歓
迎
さ
れ

た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
筆
者
が
更
に
シ
ラ
ー
年
鑑
の
第
2
7
巻
（
一
九
八
三
年
）
に
あ
る
鋭
い
心
理

分
析
に
よ
る
「
鏡
後
へ
の
眼
指
」
を
も
不
十
分
と
し
、
敢
て
真
理
の
明
鏡
へ
と
読
解
を
深
め
た
点

は
、
一
層
瞳
目
に
値
し
た
。

H
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
l
m
ｓ
　
Ｚ
ｅ
ｕ
ｓ

―
ｄ
ｅ
ｒ

。
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
〇
は
ス
ベ
‘
旨
）
ｖ
ｏ
ｎ
　
｡
Ｂ
ｒ
ｏ
ｄ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ
"

（
１
８
０
０
-
１
８
０
１
）
　
　
（
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
）



　
一
五
　
べ
1
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

4
8
　
L
'
Ｕ
ｒ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｓ
m
e
　
ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
ｅ
　
Ｐ
ｉ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
m
e
　
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｍ
ａ
ｎ
ｄ
―
―
Ｐ
ａ
ｒ
　
ｅ
ｇ
ａ
ｒ
ｄ
　
ａ
ｕ
ｘ

ｐ
ｏ
ｅ
ｔ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｉ
ｅ
ｔ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｓ
　
:
　
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｅ
ｎ
　
ｅ
ｔ
　
Ｋ
ｌ
ｏ
ｐ
ｓ
ｔ
ｏ
ｃ
ｋ
.
（
一
九
九
七
年
六
月
三
〇
日
刊
・
高
知
大

学
人
文
学
部
人
文
学
科
編
『
人
文
科
学
研
究
』
第
五
号
、
横
組
ｍ
頁
－

1
5
5
頁
）
…
当
論
は
前
世
紀

に
縮
回
刊
（
一
八
四
四
年
－
一
八
六
六
年
）
の
Ｐ
Ｇ
（
ギ
リ
シ
ア
教
父
著
作
集
）
お
よ
び
Ｐ
Ｌ

（
ラ
テ
ン
教
父
著
作
集
）
、
今
世
紀
９
亀
刊
Ｓ
Ｃ
（
源
流
キ
リ
ス
ド
教
思
想
叢
書
）
等
に
代
表
さ

れ
る
仏
語
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
圏
の
豊
か
な
研
究
成
果
に
鼓
舞
さ
れ
、
目
下
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
等
ギ

リ
シ
ア
教
父
研
究
が
比
較
的
下
火
の
独
語
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
文
化
圏
に
お
い
て
三
百
年
ほ
ど
前
か

ら
二
百
年
ほ
ど
前
に
か
け
所
謂
ド
イ
ツ
文
学
が
興
隆
し
た
時
、
そ
の
教
養
の
糧
と
な
っ
た
万
物
復

帰
の
思
想
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
し
た
。

4
9
　
　
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
－
’
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』

（
一
七
四
八
年
－
一
七
七
三
年
）
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
一

八
〇
一
年
）
ま
で
、
㈲
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
や
『
イ
フ
ィ
ゲ
ー
ニ
エ
』
。
（
一
九
九
七
年
七

月
二
〇
日
刊
・
新
世
社
刊
『
エ
イ
コ
ー
ン
ー
ー
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
』
第
十
七
一
万
、
縦
組
9
4
頁
－

1
0
6
頁
）
・
・
・
普
通
ド
イ
ツ
国
民
文
学
の
名
作
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
『
フ
″
ウ
ス
ト
』
等
に
つ
き
、
今

回
は
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
圏
を
鑑
み
て
論
述
を
展
開
し
た
。
果
し
て
日
本
の
独
文
学
筋
に
お
け
る

夥
し
い
数
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
文
献
の
中
に
は
、
今
迄
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
察
し
た
跡
が
無
い
。

こ
の
要
因
は
、
わ
が
国
の
独
文
学
研
究
が
主
に
、
と
か
く
東
方
ギ
リ
シ
ア
教
父
方
面
に
疎
い
今
世

紀
の
ド
イ
ツ
本
国
の
学
風
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
一
つ
新
た
な
局
面
を
切
り
開
く
可
能
性

を
筆
者
は
、
こ
の
盲
点
に
見
い
出
し
た
の
で
あ
る
。

５
０
　
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｚ
ｅ
ｕ
ｓ

ｄ
ｅ
ｒ
　
。
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
ｏ
ｔ
ｔ
'
。
（
べ
’
回
）
ｖ
ｏ
ｎ
　
｡
Ｂ
ｒ
乱
に
乱
Ｗ
ｅ
ｉ
ｎ

”

（
１
８
呂
-
１
８
０
１
）
｡
（
一
九
九
七
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
六
巻
、
人

文
科
学
篇
、
横
組
１
頁
－
2
6
頁
）
…
当
論
の
学
術
上
に
お
け
る
意
味
は
、
と
か
く
汎
神
論
風
世
界

観
の
名
の
下
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
想
が
、
や
た
ら
『
聖
書
』
の
神
観
と
異
質
な
も
の
と
し
て
片

付
け
ら
れ
気
味
な
研
究
の
一
般
的
傾
向
を
批
判
し
た
点
に
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
筆
者
が
指
摘

し
た
の
は
、
例
え
ば
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
も
根
源
の
神
は
隠
れ
て
現
わ
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
至
上
の
神
ゼ
ウ
ス
に
代
表
さ
れ
る
表
層
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
明
暗
を
織
り
成
し
て
い
る
に
も

拘
ら
ず
、
在
来
の
研
究
が
こ
の
基
本
構
造
に
留
意
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

5
1
　
し
＼
ｕ
ｃ
ｈ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｕ
ｚ
ｅ
ｎ
ｓ
　
ｌ
ｙ
ｒ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｍ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
｡
　
ｂ
ｅ
ｓ
ｏ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｄ
ｉ
ｚ
ｅ
ｅ

（
１
７
５
５
》
・
・
。
（
一
九
九
七
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
五
巻
、
人
文

科
学
篇
、
横
組
2
7
頁
－
4
6
頁
）
・
：
早
熟
な
ウ
ー
ツ
が
1
8
世
紀
中
葉
に
成
し
た
仕
事
が
、
一
七
四
八

年
に
登
場
し
た
『
救
世
主
』
の
詩
人
や
、
一
七
五
五
年
の
ギ
リ
シ
ア
模
倣
論
で
著
名
と
な
っ
た
ヴ
ィ

　
ン
ケ
ル
マ
ン
達
の
影
に
隠
れ
て
、
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
難
い
独
文
学
研
究
の
趨
勢
を
筆
者
は

　
不
十
分
と
し
、
敢
て
一
七
四
三
年
刊
の
ギ
リ
シ
ア
風
詩
型
の
『
春
』
、
一
七
四
六
年
出
版
の
ア
ナ

　
ク
レ
オ
ー
ン
頌
歌
の
訳
詩
集
、
そ
れ
に
一
七
五
五
年
の
秀
歌
『
弁
神
論
』
等
を
例
に
、
ウ
ー
ツ
の

　
豊
か
な
詩
才
、
更
に
時
代
に
先
駆
け
て
ギ
リ
シ
ア
を
範
と
し
た
彼
の
・
創
意
を
掘
り
出
し
て
み
た
。

5
2
　
　
『
芸
術
家
』
（
一
七
八
九
年
）
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
－
一
八
〇
一
年
）
－
－

　
シ
ラ
ー
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
。
（
一
九
九
七
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、

第
四
六
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
１
頁
－
6
0
頁
）
・
：
『
芸
術
家
』
全
四
八
一
句
の
研
究
は
今
迄
、

詩
歌
成
立
の
関
連
資
料
を
整
理
し
原
典
読
解
を
試
み
た
も
の
や
、
初
期
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
ヘ
の
影
響

を
ま
と
め
た
比
較
文
体
論
を
は
じ
め
、
大
体
詩
人
周
辺
の
事
情
を
留
意
し
た
作
品
内
解
釈
が
主
流

で
あ
っ
た
。
当
論
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
更
に
西
欧
ギ
リ
シ
ア
論
の
下
に
『
芸
術
家
』
を
つ
か
み

直
し
、
こ
の
長
詩
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
精
神
史
上
の
諸
問
題
が
、
よ
り
円
熟
し
た
思
想
詩
『
パ
ン

と
葡
萄
酒
』
で
一
八
〇
〇
年
頃
、
一
層
と
多
彩
に
継
承
発
展
さ
れ
て
ゆ
く
姿
を
示
そ
う
と
努
め
た
。

5
3
　
　
『
救
世
主
』
の
歌
人
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ｙ
ク
（
一
七
二
四
年
－
一
八
〇
三
年
）
。
（
一
九
九
七
年

十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
、
第
四
六
巻
、
人
文
科
学
篇
、
縦
組
6
1
頁
－
9
2
頁
）

…
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
の
『
救
世
主
』
は
キ
リ
ス
ト
を
歌
っ
た
宗
教
叙
事
詩
と
の
意
味
合
い
か
ら
、

特
に
「
聖
書
の
崇
高
さ
」
を
規
準
に
し
て
考
え
ら
れ
易
く
、
と
か
く
「
不
可
思
議
」
と
い
う
点
に

重
心
が
か
か
り
過
ぎ
な
の
を
筆
者
は
不
十
分
と
考
え
、
こ
の
際
や
や
も
す
る
と
退
潮
気
味
な
異
教

圏
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
詩
人
ホ
メ
ー
ロ
ス
、
と
り
わ
け
彼
の
詩
篇
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
古
代
の
『
崇

高
論
』
以
来
指
摘
さ
れ
る
「
霊
気
の
辺
り
」
に
留
意
し
、
む
し
ろ
基
本
的
に
文
芸
復
興
の
筋
で
、

こ
の
歌
人
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
。

　
修
士
論
文
（
一
九
七
七
年
一
月
、
広
島
大
学
文
学
研
究
科
）

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
に
つ
い
て
。
・
：
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
の
「
至
福
」

に
関
し
て
は
、
と
か
く
神
性
と
の
合
一
感
に
重
き
が
置
か
れ
、
や
た
ら
詩
人
の
古
典
神
話
へ
の
共

鳴
が
強
調
さ
れ
気
味
だ
っ
た
。
そ
こ
で
筆
者
は
「
至
福
」
が
実
は
、
「
悲
劇
の
誕
生
」
と
表
裏
一

体
を
成
し
て
い
る
と
ま
ず
指
摘
し
、
正
に
詩
人
自
身
が
こ
の
表
裏
一
体
構
造
を
礎
に
古
典
ギ
リ
シ

ア
精
神
を
発
見
し
、
こ
の
精
神
に
協
和
一
致
す
る
詩
想
を
展
開
し
た
点
に
創
意
を
見
た
。
か
く
し

て
「
悲
劇
」
ぬ
き
の
甘
美
な
霊
感
本
位
の
既
成
の
解
釈
の
一
面
性
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
口
頭
発
表
〔
第
四
三
巻
の
横
組
6
5
頁
に
続
く
〕

C
N
J
　
ゼ
ウ
ス
と
し
て
の
「
至
上
の
神
」
－
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
三
句
を
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Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
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研
究
紹
介
（
一

　
著
書

Ａ
、
へ

九
九
六
年
一
一
九
九
七
年
の
高
橋
克
己
の
個
人
発
表
）

≒1…………こ……

＞∧ﾚ………:と::

I

＼∧はﾚ

>.:‥‥‥‥ゝし

　
学
術
論
文
（
第
四
四
巻
の
横
組
1
6
頁
に
続
く
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

4
3
　
　
L
a
　
Ｍ
ｏ
ｄ
ｅ
ｒ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｅ
ｔ
　
ｌ
'
Ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｑ
ｕ
ｉ
ｔ
ｅ
　
ｃ
ｈ
ｅ
ｚ
　
Ｈ
ｏ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ

Ａ
　
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｏ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
ｉ
ｍ
ａ
ｇ
ｅ
ｓ

ｃ
ｉ
ｖ
ｉ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｕ
　
ｄ
ｅ
ｂ
ｕ
ｔ
　
ｄ
ｅ
　
≪
Ｐ
ａ
ｉ
ｎ
　
ｅ
ｔ
　
Ｖ
ｉ
ｎ
≫
（
１
８
呂
-
１
８
０
１
）
｡
こ
九
九
六
年
６
月
3
0
日
刊
・
高

知
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
編
『
人
文
科
学
研
究
』
第
四
号
、
横
組

1
4
9
頁
－
1
6
4
頁
）
…
『
パ
ッ
と

葡
萄
酒
』
第
一
節
「
夜
」
を
仏
文
学
の
関
心
圏
に
お
い
て
論
じ
、
仏
語
圏
の
人
々
に
も
当
研
究
の

内
容
が
理
解
し
易
く
な
る
よ
う
努
め
た
。
特
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
近
代
性
や
マ
ラ
ル
メ
の
絶
対
詩

と
の
呼
応
を
考
量
に
入
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
今
日
的
な
意
義
を
配
慮
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
響
き

合
う
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
焦
点
を
あ
て
た
。
こ
の
際
ラ
ー
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
等
フ
ラ
ン
ス
1
7
世
紀

の
古
代
尊
重
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
機
軸
を
開
い
た
1
8
世
紀
ド
イ
ツ
の
伝
統
の
中
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
が
果
し
た
役
割
を
重
視
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

4
4
　
　
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
の
諸
相
－
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
。
ク
の
『
救
世
主
』

（
一
七
四
八
年
－
一
七
七
三
年
）
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
（
一
八
〇
〇
年
―
一

八
〇
一
年
）
ま
で
、
閣
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ハ
ー
マ
ン
等
々
。
（
一
九
九
六
年
七
月
三
〇
日
刊
・
新
世

社
刊
『
エ
イ
コ
ー
ン
よ
東
方
キ
リ
ス
ト
教
研
究
』
第
十
五
号
、
縦
組
7
7
頁
－
8
8
頁
）
・
：
1
8
世
紀

中
葉
に
活
躍
し
た
ハ
ー
マ
ン
や
レ
。
ジ
ン
ク
を
め
ぐ
り
、
単
に
ド
イ
ツ
国
民
文
学
形
成
を
留
意
し

た
啓
蒙
思
潮
に
限
定
せ
ず
、
敢
て
古
来
の
宗
教
問
題
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
が
浮
上
す
る
筋
へ
も
関

-

」-／ゝ

心
を
広
げ
た
の
が
当
論
の
創
見
で
あ
る
。
更
に
は
啓
蒙
家
レ
ッ
シ
ン
グ
の
批
評
に
よ
り
尖
鋭
化
す

る
万
物
復
帰
論
者
オ
ー
リ
ゲ
ネ
ー
ス
支
持
派
と
、
結
局
こ
れ
を
容
認
し
得
な
い
保
守
派
ラ
イ
プ
エ
ッ

ツ
達
と
の
対
立
の
相
、
そ
し
て
理
知
本
位
の
レ
ッ
シ
ン
グ
と
復
帰
の
論
拠
に
つ
き
正
反
対
の
立
場

一
ｉ
ｃ
ｈ
ニ
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｇ
ｌ
ｕ
ｃ
ｋ
ｓ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｋ
ｅ
ｉ
ｔ
”
（
１
７
４
３
）

Ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

;
ｒ
ｓ
.
（
一
九
九
六
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学

、
横
組
１
頁
ト
2
8
頁
）
・
：
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
が
同
年
輩
の

ユ
ト
ッ
ク
達
に
、
俗
尨
ら
ぬ
志
操
の
気
高
さ
で
働
き
か

』
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ま
で
の
ブ
ロ
ッ
ケ
ス
風
の
「
途

学
に
棹
さ
し
て
、
外
来
の

常
と
か
く
両
極
化
し
て
考
察
さ
れ
易
い
ド
イ
ツ
と
ギ
リ
シ
ア
の
双
方
が
、
当
の
詩
想
展
開
で
は
十

分
に
対
立
し
つ
つ
も
、
正
に
そ
の
相
克
の
只
中
で
宥
和
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
点
に
、
詩
人

の
独
創
性
あ
る
背
理
思
考
を
確
か
め
た
。
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ｒ
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ｉ
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ｎ
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ｈ
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／
１
７
９
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ｉ
ｔ
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｉ
ｉ
ｆ
ｕ
ｎ
ｇ
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
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ｅ
ｔ
ａ
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ｉ
ｏ
ｎ
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ｎ
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ｌ
ｓ
し
ｒ
９
　
ｅ
ｔ
ｉ
ｋ
”
　
（
１
８
１
７
ｆ
ｆ
.
）
｡
（
一
九
九
六
年
十
二
月
二
五
日
刊
・
高
知
大
学
学
術
研
究

報
告
、
第
四
五
巻
、
人
文
科
学
篇
、
横
組
2
9
頁
－
6
2
頁
）
…
『
美
学
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ギ
リ
シ
ア

の
神
々
の
対
極
を
啓
蒙
思
潮
の
分
別
悟
性
観
に
見
て
以
来
な
お
根
強
い
同
種
の
解
釈
を
本
論
は
批

判
し
、
神
々
に
反
目
す
る
神
聖
な
野
蛮
人
の
源
は
分
別
知
よ
り
一
層
と
深
い
知
性
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｄ
に

あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
双
方
の
悲
劇
的
対
立
が
実
は
、
鋭
い
知
性
の
持
主
シ
ラ
ー
自
身
の
自

己
批
判
に
根
差
す
と
の
論
旨
の
下
に
筆
者
は
、
結
局
シ
ラ
ー
が
他
人
事
と
し
て
扱
え
る
分
別
悟
性

観
な
ど
と
言
う
次
元
の
も
の
を
話
題
と
す
る
限
り
、
当
の
問
題
の
本
質
に
は
切
り
込
め
な
い
と
主

学
に
棹
さ
し
て
、
外
来
の
宮
廷
風
ロ
コ
コ
趣
味
と
反
目
し
た
ヘ
ル
タ
ー
リ
ン
に
焦
鳶
を
あ
て
、
　
こ

の
生
粋
の
ド
イ
ツ
的
詩
魂
が
奇
し
く
も
古
典
ギ
リ
シ
ア
に
迫
り
ゆ
く
脈
絡
を
斬
新
と
指
摘
し
、
通

』
反
目
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

張
し
た
。

（
1
6
）



Dｅr。oberste Gott “ als Zeusニ　　　　　　　　　　犬　っ　　　　　　　.･　.･.・　　.　・

　　　　--　LJber den V.23 von Hblde･'lins 。Brod uりd∧Wein,, (1800-1801) ―

11. Mai 1996

（I）ＤＥＲ PANTHEISMUS UND DER MONOTHEISMUS… …=

　（1）。Brod und Wein｡V.155-158: StA 2.95;･FrA 6.232fレ　　＼

155　Aber indessen kommt als Fakelschwinger des Hochsten

156　　　Sohn, der Syrier, unter d･ie Schatten herab.　j十　□・｡

157　Seelige Weise sehns; ein Lacheln aus der gefangnen　＞

158　　十Seele leuchtet, dem Licht thauet ihr Auge noch ａｕfﾌﾟ

　　＊

129

130

131、

132

　＊

105

106

107

108

Brod und Wein" V.129-132: StA 2.94; FrA 6.230f.　∧‥‥‥‥‥

Als erschienen zu lezt ein stiller Genius, himmlisch　上

　　Trostend, welcher des Tags Ende verkiindet'ニund schwand,

LieB zum Zeichen, daC einst er da gewesen und wieder　ト

　　Kame, der hiramlische Chor einige Gaaber! zuriik,犬　ノニ

Katsumi TAKAHASHI

Brod und Wein" V. 105-108: StA･2.93; FrA 6.228f.　.・.･.･　　　･二

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

Driikt den Stempel, wie sonst√nicht de血Getroffenen ａｕf?＼

Oder er kam auchﾆselbst und nahm ｄｅs:Menschen Gestalt ａｈ＼

　　Und vollendet' und schloB trostend das himmlische Fest.

＊。Brod und Wein" V.14-18: StA 2.90; FrA 6.222f.

14

15

16

17

18

　Sieh! und das Schattenbild unsererトＥｒde，deｒＭｏｎｄ‥‥‥‥‥‥‥

Kommeトgeheim nun auch; die Sch warmerische, die Nacht kommt,

　VoU mit Sternen und wohl wenig bekiimmert um uns, レ

Glanzt die Erstaunende dort, die Fremdlinがｎｕねter den Mensohをｎ･

　iJber Gebirgeshohn･ traurig und prachtigへherauf.　　‥‥‥　‥‥‥

17

(2) Pezold, Emil:Holderlins Brod und Wein. Sambor 1896f. S.78.　　　く‥‥　‥‥‥

23.　ｄｅｒｏｂｅｒｓtｅＧｏtt;　das Bediirfnis Ho Merlins, in seinen pantheistischeれPolytheismus

Einheit zu bringen, spricht sich aus im Brief an den Brude:ｒ ａ闘犬der Schweiz: ヅ 。a Deo

principium.一一Wie wir sonst zusammendaehten, denke ich noch,ダnur angewandterトAlles

unendliche Einigkeit, aber in diesem Allenトｅｉｎダｏr z iig li c h E i ni g e s und Einigendes,

das, an si c h, ｋｅｉｎｌｃｈ ist, und dieses sey unter uns Gott! “(Marz 1801:StA 6.419). Also

eine Annaherungしzum Monotheismus, doch noch im耳ler kein persohnlicher und kein supra-

Oder extramundaner Gott, der oberste Gott ist der Aether√wie ich noch versuchen一werde zu

erweisen.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚・　　　　　　　　　　●･



　1８十　‥‥‥‥‥　　　‥‥

‥‥ニ高知大学学術研究報告……第46巻∧位的7年)レ゜j=1………人文科学∧1……… エ=:==j……ニく1………二j=…………＞△ニ

　(3几,レＢ師ｄご面d Ｗ6iｎ“レ∨,1Q9-112:∧StＡ＝2.昨づＦ仙二]9,=2祁拝=,ブ……=………………:………Ｊレノ………=＼＼………ノ……………=>……………十……＼づつづ

1Ｏ９ノＡｂ９r Ｆｒｅｕr1ｄ!上ｗiｒ恥ｍｍｅｎ 2ｕ 自折叱＼Ｚｗ血ユ6ｂ1面＼レｄ柚＼Ｇ肘加礼:…………∧万=………………＼∧∧………:………二……………レ……………

22

23

24

2
5
2
6

27

≒　Selbstしｋりin Weiser versteht, was sie

Ｗｍトes der obersteﾄGott, der Ｓ峰ｒコdioh

　十!鴎れ叩h:lieber√Ｗｉｅぺ如上dir 面トb:ｅぱ（

Aberﾆzuweilen li£btauch k!ares Augeﾌﾟdeね，
　　　　　　　　　　　　　　㎜　　　　　　　　■　　　－

∧Und versuchet zu几Lust, eh' es die

Q･deｒ一一一一雷･bliktauch〉gern･ein treuer･Ｍ

Ｎｏ曲しist,しご=4

anh………i･1

(5) ,,Anmerkungen zur AntigonS" 1804.……Kap.3:

　コFiirUUｓ√daつ騨1t unter dem eigentlicheren Z

　ｕｎｄトderwilden Welt deｒ:Todten　i n n e　ｊ

　Naturgangバ組f seinem∧Wege in die ar!dΓβ！

y“.ニ,･da hingegen d･１ｅHaupttendenz･in den: Ｖ･

konneれ, Geschik⊃zu haben, da･d瓦ｓニSchiksaa

* ,Brod und Wein" Ｖダ55-65::

55▽ｿﾞSeeliges Griecねenland!du Haus der耳i皿

56………　=万八lsoist wahr, was einst wir inﾀﾞder岫

61 Wo･,.へｗ０leuchten sie denn, dieイernhintrf

62J…………Delphischlumme八und wo toneレd面

63ニＷｏしist das schnelle?' wo bri油粕√a1塘印

64ノ　＼コDonnernd aus heiterer･Luft iiber∧die

65▽VaterﾄAether!　　）･　……=‥‥‥‥‥‥‥‥

nur

田I) D田。NATUR“しUND DIE REG回収Ｅ衰

　(6)Hesiodos丿丁heogonia二116･117:即爾liche

U6……Ｗ･ahｒ･lich,zuallererst entstand die･gahnen如子Ｌ

117……Die Erde (Gaia) mit ihrerへbreitenﾚBrust, fort

　･＊

10

｡Wie wenn ａｍ〉ｊＦがertageﾄ.‥‥‥･(!Eﾐ.:nde!1799)

So stehn ｓieﾄunter giinstiger二Witterリｎ（……万……◇ｿ………:J……:ﾚ）1ﾌﾟ……万:

Erde
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12

13
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16

17

18

19

:20

21

22

23

24

25

26

27

ヘルダーリンのゼウスこ：「パンと葡萄 」∧め丁至上g〕神」（第33句）（高橋）

Sie ･die kein M･eister allein, die･一一wunderbar　　………………

Allgegenwartig erzieht in leiohtem ｕｍ阻ｎｇｅｈ‥‥‥‥‥

Die naachtige, die gottlichschone Natur.犬　　‥ ‥‥‥　‥

Drum wenn zu schlafen sie scheint ｚｕﾊﾟZeiten des Jahrs

Am Himmel oder unter den Pflanzen oder ｄｅｎ∧Volkern尚

So trauert der Dichter Angesicht auch,　　　犬＼　／　　尚

Sie scheinen allein zu seyn, dochトahnen sie immer.　ダ

Denn ahnend ruhet sie selbst auch.　.・..･.・　.･･.･・　　.･

　　Jezt aber tagts! Ich harrt und sah es kO mmen,……………

Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort.…………………

Denn sie, sie selbst, die alter denn die Zeiten　　　.･.・.･　･･･

Und iiber die Gotter des Abends und Orients ist,　　　＼〉

Die Natur ist jezt mit Waffenklang erwacht,ダ　ニ　犬

Und hoch vom Aether bis zum Abgrund nieder　‥‥‥‥‥‥‥

Nach vestem Geseze, wie einst, aus heiligem Chaos①gezeugt,

FUh!t neu die Begeisterung sich,　　　　　　　　　　　　　　ユ

Die AUerschaffende wieder.　　　　　　上　二　＼　……　:……

(7) Platon 。Symposion ’178B: Werke. Griechisch/Deutsch.叫rmstadt 1971-81.Bd.3. S.231

づ･■･ Hesiodos, welcher sagt, zuerst sei das Chaos∧gewesen,　　ニ　　　　　　　▽

n6　　　　　　　　　　　　　∧　　　　　　　　aber
nachダdiesem

117　　　breitgebriistet die Erde ein Sitz unwandelbar alien,上　＝

120　　　Eros auoh,　　　　　　　　　　　　　　　十　‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥　‥

　　sagt, nach dem Chaos waren diese beiden bewesen,コdie Erde und Eros.…

　＊

116

117

118

119

120

｡,Theogonia “ 116-120: SamtlicheﾌﾟWerke. S.33.∧＝　……………………………

Wahrlich, zuallererst entstand die g-ahnende Leere (Chaos), alsdann aber

Die Erde (Gaia)ト….･･　　　　・・　　　　.　･.＼‥‥･　sicherer Sitz von alien,

Den Unsterblichむｎにdie innehaben die Gipfel des schneebedeckten Olymp,

Und der dunstige Tartaros abseits drinnen in der weitstraCigen Erde√

Und Eros (das Liebesbegehren), der der schonste iSt∧･‥　　　　　‥‥‥

　（8）。Theogonia ’120-128: Samt･liche Werke. S.33f.ト　▽　　　　　　　　ト

120　Und Eros, der der schonste ist unter den todfreien Gottern,十　　＋

121　Der Gliederlosende, aller Gotter und aller Menschen十　‥‥‥‥‥　‥‥

122つSinn und verstandige Absicht bezwingt er in ihrer Brust.　　　十　　／

123　Aus der gahnenden Leere entstanden Erebos （di己大Region der Finsternis)

　　　　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　und dunkle Nacht;　　　　　　　／

124　Aus der Nacht dann wieder entstanden Himmelshelle und Tag,　　＼

125　Die sie gebar schwanger vom Erebos, in Liebe sicホihm vereinendに

126　Die Erde (Gaia) aber brachte zuerst hervor gleich weit wie sie selber 犬

19



20

127

128

‥‥‥　‥‥　‥　‥‥‥高知大学学術研究報告:………第46巻…………=J……(万1:997年ｙﾔ……==1人文科学ソニ=ｿﾞ=…………=……ﾄ………＼……:……ｉＩ

ｐｅｎ∇Himmel (Uranos), denへｇｅ雨rnten･,｡ﾀﾞ心緋er sie……油面頑ﾚ縦i㈱恥,:｡＼ﾉ………………=……△……………:…………ﾚ…………

Auf daB er sei den:seligen Gott昨n fO･ｒいｈ縦=:粕皿ｹSitz oh如ﾀﾞｹy･Wanken.ﾀﾞ=＼……万し＼…………万…………:……………J

(9) Euripides ,｡B!akchai"∧274-280:〉Samtliche

Tusculum ･1:972-1981.Bd.5レS.274f.大才　　……

274

275

276

277

278

279

280

f而丿mente.∇/G]riechischｿﾞ/Deutsch.

　　　　　　■　　－ｊｌ●Ｗ－・・Ｗい－Ｗｉｉ

＼Ａis h6chst6ソ ＧUt6r:▽die d昨=Ｄe縦6ter,………レ………………＼……＼………＼………:………:フ……i‥2……………ノ＼∧゛．=J＼〉ニ･　…………レ=………ケ……………………
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二
Ｉ
　
（
2
1
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

㈲
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
「
神
々
の
誕
生
」
第
一
一
六
句
以
下
（
Ｈ
Ｃ
　
９
:
Ｈ
Ｇ
　
３
３
）
「
ま
こ
と
に
原
初
の

第
一
に
生
起
し
た
の
は
、
顎
を
開
き
大
き
く
口
を
あ
け
て
い
る
混
沌
カ
オ
ス
、
そ
し
て
次
に
／
大

地
ガ
イ
ア
が
そ
の
広
い
胸
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
ガ
イ
ア
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
万
物
の

確
固
た
る
礎
」

※
「
あ
た
か
も
祝
祭
の
日
に
・
：
」
第
一
〇
句
－
第
二
七
句
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
１
１
８
）
「
そ
の
よ
う
に
詩
人

た
ち
は
恵
ま
れ
た
天
候
の
下
に
立
っ
て
い
る
。
／
詩
人
た
ち
、
こ
の
者
ら
は
巨
匠
が
独
力
で
（
育

て
る
の
で
）
は
な
い
。
彼
ら
を
、
不
可
思
議
に
も
偏
在
す
る
仕
方
で
、
軽
妙
に
抱
き
つ
つ
育
て
る

の
は
、
／
威
力
あ
り
神
々
し
く
美
し
き
自
然
な
の
だ
。
／
だ
か
ら
自
然
が
歳
の
時
折
、
眠
っ
て
い

る
よ
う
に
、
／
天
上
に
せ
よ
、
花
や
草
木
の
下
や
、
諸
国
民
の
下
で
思
わ
れ
る
時
、
／
そ
の
時
に

は
詩
人
の
顔
も
物
悲
し
く
曇
り
、
／
彼
ら
は
孤
独
の
観
を
呈
す
る
。
だ
が
詩
人
た
ち
は
常
に
予
感

し
て
い
る
。
／
な
ぜ
な
ら
自
然
そ
の
も
の
も
ま
た
予
感
し
つ
つ
安
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

（
第
一
八
句
／
第
一
九
句
）
今
や
夜
明
け
だ
／
　
私
は
じ
っ
と
待
ち
、
そ
し
て
そ
の
到
来
を
目
に

し
た
。
／
私
か
目
に
し
た
も
の
、
そ
れ
を
私
は
聖
な
る
も
の
と
名
付
け
る
。
／
す
な
わ
ち
自
然
が
、

自
然
そ
の
も
の
が
、
諸
々
の
時
よ
り
も
古
く
、
／
西
欧
お
よ
び
中
近
東
の
神
々
の
上
に
君
臨
す
る

／
自
然
が
、
今
や
甲
冑
の
響
き
な
し
て
目
覚
め
、
／
そ
し
て
上
は
神
気
圏
の
エ
ー
テ
ル
か
ら
、
下

は
（
暗
闇
の
）
深
淵
（
な
す
幽
冥
エ
レ
ボ
ス
）
に
至
る
ま
で
、
／
堅
固
な
法
に
則
り
、
か
っ
て

（
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
）
の
よ
う
に
、
聖
な
る
混
沌
カ
オ
ス
よ
り
生
み
出
さ
れ
、
／
新
た
に
自
ら
を

感
受
す
る
の
は
霊
感
、
／
こ
の
万
物
の
創
造
主
が
再
び
（
自
ら
を
感
受
す
る
。
）
」

剛
プ
ラ
ト
ー
ン
『
饗
宴
』
一
七
八
Ｂ
（
Ｐ
Ｗ
　
３
.
２
３
１
.
）
「
（
『
神
々
の
誕
生
』
の
詩
人
）
　
ヘ
ー
シ
オ

ド
ス
、
彼
が
言
う
に
は
、
ま
ず
第
一
に
（
中
性
の
）
カ
オ
ス
混
沌
が
存
在
し
た
と
の
こ
と
で
、
次

に
そ
の
後
、
胸
巾
厚
き
大
地
の
女
神
ガ
イ
ア
、
万
物
に
と
肛
変
わ
る
こ
と
な
き
礎
、
そ
し
て
エ
ロ
ー

ス
神
も
ま
た
…
」

※
『
神
々
の
誕
生
』
第
一
一
六
句
－
第
一
二
一
句
（
Ｈ
Ｃ
　
９
:
Ｈ
Ｇ
３
３
）
「
…
第
一
に
Ｉ
混
沌
カ
オ

ス
、
そ
し
て
次
に
／
大
地
の
女
神
ガ
イ
ア
…
こ
の
ガ
イ
ア
は
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
オ
リ
ュ

ム
ポ
ス
神
族
全
て
の
確
固
た
る
礎
。
／
こ
の
神
々
は
、
白
雪
に
被
わ
れ
た
霊
峰
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の

峰
々
に
座
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
（
次
に
混
沌
と
大
地
に
続
き
第
三
番
目
に
は
）
濁
っ
た
空
気

で
む
っ
と
し
て
い
る
／
深
淵
タ
ル
タ
ロ
ス
が
、
巾
広
き
道
な
す
大
地
の
奥
深
く
に
（
生
じ
）
／
そ

し
て
エ
ロ
ー
ー
ス
神
、
最
も
美
し
い
神
が
、
不
滅
の
神
々
の
中
で
（
最
も
美
し
い
エ
ロ
ー
ス
）
神
が

（
誕
生
し
た
）
…
」

㈲
『
神
々
の
誕
生
』
第
一
二
〇
句
丿
第
一
二
八
句
（
Ｈ
Ｃ
　
９
:
Ｈ
Ｇ
３
３
こ
「
そ
し
て
エ
ロ
ー
ス
神
、

最
も
美
し
い
神
、
不
滅
の
神
々
の
中
で
（
最
も
美
し
い
エ
ロ
ー
ス
神
が
誕
生
し
た
。
／
そ
れ
は
）

四
肢
を
解
き
ほ
ぐ
す
者
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
／
心
意
と
思
慮
あ

る
意
図
と
を
、
そ
の
者
ら
の
胸
中
に
（
あ
る
意
図
や
心
意
を
）
エ
ロ
ー
ス
は
威
圧
す
る
。
／
（
次

に
）
顎
を
開
き
大
き
く
口
を
あ
け
て
い
る
混
沌
カ
オ
ス
か
ら
生
起
し
た
の
は
、
エ
レ
ボ
ス
（
闇
の

淵
）
と
暗
き
夜
ニ
ュ
ク
ス
。
／
夜
か
ら
そ
し
て
再
び
生
起
し
た
の
は
、
天
上
の
明
澄
（
な
エ
ー
テ

ル
）
と
日
昼
ヘ
ー
メ
ラ
ー
／
こ
の
両
者
を
夜
は
エ
レ
ボ
ス
と
交
わ
り
、
こ
の
淵
と
睦
み
合
っ
て

（
生
ん
だ
。
）
／
他
方
ガ
イ
ア
大
地
が
ま
ず
産
み
出
し
た
の
は
、
自
分
と
同
じ
く
巾
広
き
／
天
上
ウ
ー

ラ
ノ
ス
、
あ
の
星
辰
の
輝
く
天
上
で
、
か
く
し
て
天
上
は
至
る
所
で
大
地
を
被
っ
て
お
り
、
／
そ

の
結
果
ウ
ー
ラ
ノ
ス
は
、
至
福
な
る
神
々
に
と
り
、
い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
き
揺
ら
が
ぬ
礎

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

㈲
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
『
酒
神
の
信
女
』
第
二
七
四
句
以
下
（
Ｅ
Ｔ
　
５
.
２
７
４
ｆ
.
）
「
二
つ
の
恵
み
を

人
間
は
畏
敬
す
る
／
最
高
の
富
と
し
て
。
一
つ
は
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
の
、
つ
ま
り
大
地
母
神
の
も

の
…
／
そ
れ
は
乾
い
た
実
り
で
以
て
人
間
た
ち
を
養
う
。
／
そ
し
て
次
に
到
来
し
た
の
は
セ
メ
レ
ー

の
息
子
（
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
）
、
同
等
の
神
だ
。
／
こ
の
神
は
葡
萄
の
飲
み
も
の
を
考
え

出
し
、
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
だ
、
／
あ
わ
れ
な
人
間
た
ち
に
。
・
：
」

※
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
第
一
三
七
句
以
下
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
４
）
。

�
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
第
二
巻
・
第
四
二
節
／
第
五
九
節
／
第
一
二
三
節
（
Ｈ
Ｈ
　
２
３
６
／
２
５
０

／
３
０
６
）

間
一
八
〇
三
年
九
月
二
八
日
付
ヴ
ィ
ル
マ
ン
ス
宛
書
簡
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
６
.
４
３
４
）
「
ギ
リ
シ
ヤ
芸
術
、
そ

れ
は
こ
の
芸
術
が
終
始
い
つ
も
当
面
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
た
因
習
と
誤
謬
に
よ
り
、
私
達
に
疎
遠

と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
希
望
す
る
こ
と
は
、
こ
の
古
典
芸
術
を
常
よ
り
も
一
層
と
生
き
生
き
と

し
た
姿
で
公
衆
に
示
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
私
は
、
こ
の
古
典
芸
術
が
否
認
し

た
中
近
東
の
も
の
を
際
立
た
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
芸
術
の
誤
謬
（
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｆ
ｅ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
）
が
見
ら

れ
る
所
で
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
　
九
月
　
一
日
受
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
九
年
（
一
九
九
七
年
）
十
二
月
二
五
日
発
行



『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
〇
九
句
以
下
（
口
５
に
｀
器
）
。

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
九
句
以
下
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
呂
こ
。

「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
」
三
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
５
.
２
６
９
ｆ
’
）
。

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
六
一
句
以
下
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
２
）
。
「
偉
大
な
る
運
命
・
：
雷
鳴
・
：
父
な
る
神

句
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
引
用
に
は
無
い
も
の
で
す
。
そ
の
前
後
も
加
え
て
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
混

沌
と
大
地
が
話
題
の
後
、
第
一
一
七
句
末
尾
は
、
第
一
一
八
句
が
無
け
れ
ば
「
万
物
の
確
固
た
る

礎
」
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
加
わ
る
と
ゼ
ウ
ス
達
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
神
々
全
て
の
確
固
た
る
礎

と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
更
に
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
の
支
配
下
に
」
あ
る
西
欧
の
伝
承
は
、
第

一
一
九
句
に
お
い
て
、
ゼ
ウ
ス
達
に
敵
対
す
る
諸
力
を
閉
じ
込
め
る
深
淵
タ
ル
タ
ロ
ス
、
す
な
わ

ち
一
種
の
地
獄
に
言
及
し
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
エ
ロ
ー
ス
は
第
四
位
へ
と
落
ち
、
こ
の
ギ
リ

シ
ア
の
悪
霊
の
牢
獄
が
第
三
位
に
入
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
方
向
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
賛
同
せ
ず
、
光
明
界
の
神
々
の
母
胎
と
な
る
根
源
を
聖
な

る
も
の
と
し
、
ま
ず
タ
ル
タ
ロ
ス

す
。
そ
れ
に
も
増
し
て
エ
ロ
ー
ス

の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
中
に
数
え
入
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま

以
下
、
資
料
㈲
に
示
し
ま
し
た
生
成
の
順
序
で
、
先
の
も
の
ほ

ど
重
要
で
あ
り
ま
す
。
特
に
エ
ロ
ー
ス
に
関
し
第
二
一
〇
句
以
下
で
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
内
容
は
、

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
三
句
の

ち
至
上
の
神
ゼ
ウ
ス
の
「
思
慮
あ

威
圧
す
る
」
か
ら
で
す
。
因
み
に

　
次
に
参
り
ま
す
と
、
エ
ロ
ー
ス

し
て
誕
生
し
ま
す
。
先
程
の
詩
歌
『
あ
た
か
も
祝
祭
の
日
に
・
：
』
第
二
四
句
に
言
う
深
淵

（
ｊ
び
四
Ｊ
ロ
巳
は
、
例
の
牢
獄
タ
ル
タ
ロ
ス
よ
り
、
こ
の
闇
の
淵
エ
レ
ボ
ス
に
相
応
し
か
ろ
う
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
エ
レ
ボ
ス
と
夜
と
の
子
が
、
『
神
々
の
誕
生
』
第
二
一
四
句
で
は
「
天
上

の
明
澄
（
な
エ
ー
テ
ル
）
と
昼
ヘ
ー
メ
ラ
ー
」
で
あ
り
、
他
方
ガ
イ
ア
大
地
の
息
子
が
天
上
ウ
ー

ラ
ノ
ス
と
第
二
一
六
句
以
下
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
天
上
の
エ
ー
テ
ル
界
に
住
む
オ
リ
ュ

ム
ポ
ス
神
族
に
も
第
こ
一
八
句
で
よ
う
や
く
場
が
与
え
ら
れ
る
に
至
り
ま
す
。
こ
の
「
至
福
な
る

神
々
」
の
拠
っ
て
立
つ
礎
は
、
あ
く
ま
で
当
の
天
界
ウ
ー
ラ
ノ
ス
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
引
用

し
な
か
っ
た
第
一
一
八
句
が
示
す
大
地
ガ
イ
ア
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』

第
二
三
句
の
「
至
上
の
神
」
も
既
に
見
ま
し
た
よ
う
に
、
夜
に
包
ま
れ
た
大
地
の
神
秘
を
容
認
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
そ
の
大
地
に
は
そ
れ
固
有
の
神
々
が
場
を
占
め
ま
す
。
例
え
ば
資
料
剛
に
引
き
ま
し
た
『
酒
神

バ
ッ
コ
ス
の
信
女
』
で
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ー
ス
は
、
特
に
敬
う
べ
き
対
象
と
し
て
大
地
母
神
デ
ー
メ
ー

テ
ー
ル
と
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
三
七

句
以
下
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
併
せ
記
し
ま
し
た
引
用
に
ご
ざ
い
ま
す
通
り
、
「
パ
ン
は
大
地
の
実

り
だ
が
、
天
上
の
光
に
よ
り
祝
福
を
受
け
る
。
／
そ
し
て
雷
神
ゼ
ウ
ス
よ
り
葡
萄
酒
の
歓
び
は
来

る
。
」
と
あ
り
、
大
地
と
天
上
の
神
々
の
両
方
か
ら
恵
ま
れ
る
こ
と
を
良
し
と
し
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
天
上
の
方
は
西
欧
の
神
々
で
、
第
二
三
句
の
「
至
上
の
神
」
と
共
に
あ
り
、
大
地
の
方
は

中
近
東
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
々
で
、
大
地
母
神
と
酒
神
に
代
表
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
中
近
東
の
エ
ジ

プ
ト
を
念
頭
に
置
き
ま
す
と
、
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
、
イ
ー
ジ
ス
と
オ
シ
ー

リ
ス
に
対
応
し
ま
す
。
そ
の
典
拠
は
資
料
�
に
掲
げ
ま
し
た
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
第
二
巻

の
第
四
二
節
、
第
五
九
節
、
第
二
三
節
で
す
。

　
第
て
一
三
節
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
冥
界
に
君
臨
す
る
の
が
、
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ー
ソ
ス
だ
と
、
エ
ジ
プ
ト
人
は
語
っ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
、
こ
の
両
の
神
々
に
つ
い
て
は

第
五
九
節
で
イ
ー
ジ
ス
（
パ
｀
Ｓ
ｎ
）
、
第
四
二
節
で
オ
シ
ー
リ
ス
（
"
Ｏ
ａ
Ｌ
Ｑ
ｉ
ｃ
)
と
、
エ
ジ
プ
ト

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
御
存
知
の
よ
う
に
、
重
心
は
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
イ
ー
ジ
ス
に

あ
り
、
大
地
母
神
の
上
を
言
わ
ば
ナ
イ
ル
河
の
よ
う
に
酒
神
が
洽
々
と
流
れ
ま
す
。
こ
こ
に
「
至

上
の
神
」
た
る
ゼ
ウ
ス
の
ゼ
ウ
ス
ら
し
い
方
向
へ
と
偏
ら
ず
、
平
衡
あ
ら
し
め
る
力
の
源
が
確
か

め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
後
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
「
中
近
東
の
も
の
」
（
｛
｝
謡

〇
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
）
に
着
目
し
、
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
の
支
配
下
」
に
置
か
れ
た
ギ
リ
シ
ア

の
「
因
習
と
誤
謬
」
（
Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
ｋ
ｏ
ｎ
ｖ
ｅ
ｎ
ｉ
ｅ
ｎ
ｚ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｆ
ｅ
ｈ
ｌ
ｅ
ｒ
）
を
、
こ
れ
に
よ
り
克
服
す
る

旨
を
表
明
し
た
発
言
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
資
料
㈲
の
一
八
〇
三
年
九
月
二
八
日
付

ヴ
ィ
ル
マ
ン
ス
宛
書
簡
で
す
。
ゆ
っ
く
り
後
で
御
検
討
下
さ
い
。

資
料
（
？
一
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
i
a
l
i
e
n
）

巾
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
五
五
句
１
第
一
五
八
句
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
５
）
「
だ
が
と
か
く
す
る
う
ち
に
、

松
明
を
か
ざ
す
者
と
し
て
、
至
高
者
の
（
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
已
／
息
子
（
汐
ｒ
已
、
シ
リ
ア
人
が

幽
魂
た
ち
の
下
へ
と
降
り
て
く
る
。
／
至
福
の
賢
者
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
、
微
笑
が
そ
の
捕
わ
れ

た
／
魂
か
ら
輝
き
、
そ
の
光
明
に
向
か
い
、
賢
者
ら
の
目
は
潤
む
。
」

※
第
一
二
九
句
以
下
「
静
か
な
霊
・
：
」
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
４
）
。

※
第
一
〇
七
句
以
下
「
彼
自
身
も
…
」
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
９
３
）
。

※
第
一
四
句
以
下
「
月
も
・
：
夜
が
」
（
Ｓ
ｔ
Ａ
　
２
.
呂
）
。

恋
ペ
ツ
ォ
ル
ド
註
（
図
『
』
七
八
頁
。

(3)(5) あ
り
、
大
地
母
神
の
上
を
言
わ
ば
ナ
イ
ル
河
の

※
(4)

魯

二
二
　
（
2
2
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ゼ
ウ
ス
ー
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
至
上
の
神
」
（
第
二
三
句
）
（
高
橋
）



　
二
三
　
（
2
3
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

居
ず
）
デ
ル
ポ
イ
は
微
睡
ん
で
い
る
。
－
何
処
に
轟
く
の
か
、
あ
の
偉
大
な
る
運
命
（
ｄ
ａ
ｓ

ｇ
ｒ
ｏ
Ｂ
ｅ
（
Ｊ
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
乙
は
、
／
何
処
に
あ
の
神
速
の
運
命
は
、
何
処
で
砕
け
る
の
か
？
　
普
遍
の

幸
に
満
ち
て
、
／
雷
鳴
と
共
に
、
清
澄
な
る
大
気
か
ら
眼
界
を
過
り
、
運
命
が
突
入
し
て
く
る
の

は
何
処
か
？
／
父
な
る
神
気
エ
ー
テ
ル
よ
／
」
。
話
題
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
世
界
に
至
り
ま

す
と
、
ゼ
ウ
ス
の
ゼ
ウ
ス
ら
し
い
傾
向
は
後
退
し
、
そ
の
色
合
い
を
変
え
て
ゼ
ウ
ス
は
言
わ
ば
、

よ
り
非
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
と
し
て
詩
想
に
織
み
こ
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
第
六
四
句
の
「
雷

鳴
」
は
、
偉
大
な
る
運
命
の
突
入
に
関
連
し
て
、
雷
神
ゼ
ウ
ス
に
つ
な
が
り
、
悲
劇
の
英
雄
が
滅

び
ゆ
く
悲
壮
で
暗
い
美
し
さ
と
協
和
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
更
に
第
六
五
句
の
「
父
な
る

神
気
エ
ー
テ
ル
」
（
Ｖ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ａ
ｅ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
）
は
、
悲
壮
美
に
よ
り
浄
め
ら
れ
た
魂
に
映
え
る
天
上
オ

リ
ュ
ム
ポ
ス
界
を
指
し
ま
す
。
こ
こ
に
関
連
す
る
雷
神
ゼ
ウ
ス
は
、
大
地
の
穀
物
パ
ン
の
女
神
デ
ー

メ
ー
テ
ー
ル
や
、
葡
萄
酒
の
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
も
折
り
合
え
る
性
格
を
併
せ
持
ち
、
単
に

天
上
の
エ
ー
テ
ル
の
世
界
に
の
み
固
有
な
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
既
に
ゼ
ウ
ス
の
内
実
は
、
第
二
三
句
で
ハ
イ
ン
ゼ
の
近
く
に
い
た
「
至
上
の
神
」
と
比

べ
ま
す
と
、
か
な
り
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
魂
に
親
密
な
も
の
へ
と
変
っ
て
い
ま
す
。
初
め
第
二
三
句

で
詩
人
が
ハ
イ
ン
ゼ
に
語
り
か
け
た
時
、
そ
の
「
至
上
の
神
」
は
語
り
か
け
ら
れ
た
相
手
の
方
に

似
て
い
ま
し
た
。
そ
の
上
で
詩
人
は
親
友
を
、
先
の
資
料
㈲
の
第
二
七
句
の
言
葉
通
り
、
夜
の
中

へ
（
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｈ
ｉ
ｎ
）
と
誘
い
、
次
第
に
本
来
的
な
ら
ざ
る
ゼ
ウ
ス
ヘ
の
道
を
案
内
し
た

の
で
し
た
。

尚
’
自
然
（
ｌ
ｊ
「
」
゛
と
霊
感
（
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
)

　
今
度
は
神
々
の
昼
か
ら
「
夜
」
の
方
へ
転
じ
ま
す
と
、
す
で
に
指
摘
い
た
し
ま
し
た
通
り
、

「
夜
」
が
「
神
々
」
に
似
た
姿
を
も
示
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
し
ま
す
。
こ
の
点
は
「
夜
」
も

一
種
の
女
神
だ
と
考
え
れ
ば
不
思
議
で
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
の
『
神
々
の
誕
生
』

で
は
全
て
神
々
を
生
成
し
た
順
に
描
き
、
そ
の
前
の
方
に
「
夜
」
も
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ

の
初
め
の
部
分
を
資
料
㈲
の
引
用
文
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
『
神
々
の
誕
生
』
の
第
一
ヱ
ハ

句
に
「
混
沌
」
（
芯
Ｑ
ｎ
）
が
第
一
の
神
と
し
て
登
場
し
、
そ
れ
に
第
二
の
神
、
と
申
し
ま
す
よ
り

丈
所
ガ
イ
ア
、
つ
ま
り
母
な
る
大
地
、
或
い
は
大
地
母
神
が
続
き
ま
す
。
こ
の
丈
椛
は
『
パ
ン
と

葡
萄
酒
』
に
と
り
格
別
重
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
大
地
の
穀
物
パ
ン
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
重

な
り
合
い
、
そ
の
『
神
々
の
誕
生
』
第
一
一
七
句
に
あ
る
通
り
、
「
こ
の
大
地
の
女
神
ガ
イ
ア
は

い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
万
物
の
確
固
た
る
礎
」
で
あ
り
続
け
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
第
一
の
神
カ
オ
ス
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
歌
『
あ
た
か
も
祝

祭
の
日
に
・
：
』
（
一
七
九
九
年
）
の
中
に
注
目
す
べ
き
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
㈲
に
併

せ
記
し
ま
し
た
第
一
三
句
の
「
威
力
あ
り
神
々
し
く
美
し
き
自
然
」
（
Ｄ
ｉ
ｅ
　
ｍ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
｡
　
　
ｄ
ｉ
ｅ

ｇ
ｂ
ｔ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｓ
ｃ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
が
話
題
に
さ
れ
て
い
る
所
で
、
そ
の
第
二
五
句
に
「
聖
な
る
混
沌

カ
オ
ス
」
が
出
て
き
ま
す
。
順
番
に
ゆ
き
ま
す
と
、
何
よ
り
自
然
が
詩
人
の
母
と
し
て
筆
頭
に
来

ま
す
。
そ
し
て
第
一
八
句
に
お
い
て
、
「
自
然
そ
の
も
の
も
、
ま
た
予
感
し
つ
つ
安
ら
っ
て
い
る
」

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
神
々
し
く
美
し
き
自
然
」
の
姿
は
、
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
の
「
夜
」

さ
な
が
ら
で
す
。
そ
し
て
続
く
第
一
九
句
で
「
今
や
夜
明
け
だ
／
」
と
あ
る
所
は
、
『
パ
ン
と
葡

萄
酒
』
の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
／
」
に
相
当
し
ま
す
。
問
題
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
「
自
然
」

と
、
そ
の
「
霊
感
」
（
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
で
す
。
そ
こ
の
第
二
Ｉ
句
以
下
に
注
目
し
て
下
さ
い
。

「
す
な
わ
ち
自
然
が
、
自
然
そ
の
も
の
が
、
諸
々
の
時
よ
り
も
古
く
、
／
夕
べ
の
国
や
日
の
出
の

国
の
神
々
の
上
に
君
臨
す
る
／
自
然
が
、
今
や
甲
冑
の
響
き
な
し
て
目
覚
め
、
／
そ
し
て
上
は
神

気
圏
の
エ
ー
テ
ル
か
ら
、
下
は
深
淵
に
至
る
ま
で
、
／
堅
固
な
法
に
則
り
、
か
っ
て
（
古
代
ギ
リ

シ
ア
で
）
の
よ
う
に
、
聖
な
る
混
沌
カ
オ
ス
よ
り
生
み
出
さ
れ
、
／
新
た
に
自
ら
を
感
受
す
る
の

は
霊
感
（
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
、
／
こ
の
万
物
の
創
造
主
が
再
び
（
自
ら
を
感
受
す
る
。
）
」
と
あ
り

ま
す
。

　
色
々
と
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
言
葉
の
意
味
の
上
で
、
第
二
二
句
の
「
夕
べ
の
国
」
は
西

欧
、
「
日
の
出
の
国
」
は
中
近
東
オ
リ
エ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
既
に
取
り
扱
い
ま
し

た
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
」
は
西
欧
の
神
々
に
属
し
、
そ
の
対
極
に
あ
る
豊
穣
の
女
神
デ
ー
メ
ー

テ
ー
ル
な
ど
は
中
近
東
の
神
々
と
看
倣
さ
れ
ま
す
。
そ
の
根
源
に
「
自
然
」
の
「
霊
感
」
が
あ
り
、

こ
れ
が
「
聖
な
る
混
沌
カ
オ
ス
」
よ
り
誕
生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
ま
し
て
次
に

は
資
料
ｍ
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
饗
宴
』
一
七
八
Ｂ
に
引
用
さ
れ
ま
し
た
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス

の
『
神
々
の
誕
生
』
第
一
ヱ
ハ
句
以
下
を
御
覧
下
さ
い
。
「
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
、
彼
が
言
う
に
は
、

ま
ず
第
一
に
（
中
性
の
）
カ
オ
ス
混
沌
が
存
在
し
た
と
の
こ
と
で
、
次
に
そ
の
後
、
胸
巾
厚
き
台

地
の
女
神
ガ
イ
ア
が
、
万
物
に
と
り
変
わ
る
こ
と
な
き
礎
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
エ
ロ
ー
ス
神
も

ま
た
…
」
と
あ
り
、

う
ち
先
程
の
自
然
の
霊
感
に
相
応
し
い
の
は
、
エ
ロ
ー
ス
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
根
源
の
神

エ
ロ
ー
ス
こ
そ
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
夜
」
で
も
、
自
然
の
生
成
す
る
息
吹
き
の
元
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
詩
人
は
、
西
欧
お
よ
び
中
近
東
の
神
々
の
源
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
の
支
配
下
に
」
あ
る
西
欧
の
伝
承
は
訂
正
を
加
え
ま
す
。
そ
の
例
が
資

料
剛
に
併
せ
記
し
ま
し
た
流
布
本
の
『
神
々
の
誕
生
』
第
一
一
八
句
と
第
一
一
九
句
で
、
こ
の
二

こ
こ
に
根
源
の
神
、
カ
オ
ス
と
ガ
イ
ア
と
エ
ロ
ー
ス
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の



　
で
は
翻
っ
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
節
の
「
夜
」
が
、
ロ
マ
ン
派
好
み
の
キ
リ
ス
ト
教
一
色

で
説
明
で
き
る
か
、
と
申
し
ま
す
と
、
や
は
り
他
方
ギ
リ
シ
ア
世
界
を
も
考
え
併
さ
な
い
わ
け
に

は
参
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
「
霊
気
溢
れ
る
夜
」
の
場
合
は
、
唯
一
神
論
が
汎
神
論
風
多
神
論
を
圧

倒
し
て
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
両
者
が
微
妙
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
釣
り
合
い
を

保
っ
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
先
に
触
れ
ま
し
た
第
一
六
句
以
下
、
「
星
辰
に
輝
き

み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く
私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
、
／
彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
…
」

な
ど
と
い
う
箇
所
は
、
後
に
出
て
参
り
ま
す
第
一
〇
九
句
以
下
の
神
々
の
姿
に
通
じ
ま
す
。
資
料

間
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
か
ら
の
引
用
を
御
覧
下
さ
い
。
訳
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。
「
な
る
ほ
ど

神
々
は
生
き
て
い
る
。
／
だ
が
頭
上
高
く
別
世
界
に
お
い
て
な
の
だ
。
／
際
限
な
く
神
々
は
そ
こ

で
働
き
か
け
、
ほ
と
ん
ど
重
き
を
置
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
／
私
達
が
生
き
て
い
る
か

ど
う
か
に
つ
い
て
な
ど
は
。
」

叫
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
」
(
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｖ
ｓ
）

　
こ
の
よ
う
に
’
「
夜
」
も
「
神
々
」
も
、
人
間
の
世
界
か
ら
は
遠
い
根
源
か
ら
霊
妙
に
働
き
か
け

て
お
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
至
上
の
神
」
が
属
し
て
お
り
ま
す
神
々
の
光
明
界
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
世

界
、
つ
ま
り
神
気
エ
ー
テ
ル
の
圏
内
は
神
々
の
昼
（
（
ｊ
ｏ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｇ
）
と
し
て
、
西
欧
精
神
史
の
過

去
に
場
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
過
去
の
彼
方
へ
と
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
詩
想
を
展

開
さ
せ
る
に
先
立
ち
ま
し
て
、
ま
ず
深
い
奥
ゆ
き
を
湛
え
た
「
霊
気
溢
れ
る
夜
」
が
第
一
節
で
歌

わ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
二
節
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
至
上
の
神
」
も
話
題
と
な
り
ま
す
。
そ

の
詩
節
に
資
料
圃
で
触
れ
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
訳
し
て
お
き
ま
す
。
「
不
可
思
議
な
の
だ
、

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

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

誰
一
人
解
さ
な
い
。
何
を
夜
が
し
つ
ら
え
て
い
る
の
か
。
即
ち
、
そ
の
よ
う
に
、
／
事
を
望
む
の

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

慮
分
別
の
昼
が
好
ま
し
い
。
／
だ
が
時
折
ま
た
明
澄
な
目
も
陰
影
を
好
み
、
／
必
要
不
可
欠
と
な

る
前
に
一
つ
眠
っ
て
み
て
や
ろ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
／
或
い
は
眼
指
を
ま
た
喜
ん
で
誠

実
な
男
子
は
、
夜
の
中
へ
と
向
け
る
。
」

　
こ
こ
で
「
不
可
思
議
」
で
「
崇
高
な
夜
」
の
対
極
に
「
至
上
の
神
」
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
う
ち

前
者
に
は
「
誠
実
な
男
子
」
に
あ
た
る
夜
の
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
後
者
に
は
夜
よ
り
昼
を
好

む
明
澄
な
目
の
持
主
が
呼
応
し
ま
す
。
こ
の
対
話
の
相
手
が
実
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
を
捧
げ
ら

れ
た
二
Ｉ
歳
年
上
の
友
ハ
イ
ン
ゼ
で
す
。
そ
し
て
彼
を
「
至
上
の
神
が
と
て
も
慈
む
」
と
い
う
点

が
重
要
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
ハ
イ
ン
ゼ
が
神
々
の
昼
オ
リ
ュ
ム
ポ
ス
の
エ
ー
テ
ル
界
に
殊
の
ほ

か
親
し
ん
で
い
る
故
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
る
と
他
方
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
必
ず
し
も
「
至

上
の
神
」
に
対
し
諸
手
を
あ
げ
て
賛
同
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
西
欧
精
神
史

の
明
か
る
い
面
、
そ
れ
を
神
話
上
で
代
表
す
る
「
至
上
の
神
」
が
エ
ー
テ
ル
界
の
王
ゼ
ウ
ス
で
す

が
、
こ
う
し
た
精
神
主
義
あ
る
い
は
主
知
主
義
の
傾
向
に
対
し
、
昼
の
友
ハ
イ
ン
ゼ
な
ら
余
り
異

論
の
無
い
所
で
し
ょ
う
。
し
か
し
夜
の
詩
人
は
違
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
の
参
考
と
し
て
、
資
料
㈲
に
は
彼
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』

（
一
八
〇
四
年
）
か
ら
の
引
用
文
を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
の
文
面
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。
「
即
ち
私
達

（
西
欧
人
）
は
、
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｖ
ｓ
）
の
支
配
下
に
あ
り
、

こ
の
ゼ
ウ
ス
は
現
世
と
、
死
者
た
ち
の
荒
々
し
い
世
界
と
の
中
間
に
地
歩
を
占
め
て
い
る
の
み
な

ら
ず
、
永
遠
に
人
間
に
敵
対
す
る
自
然
の
歩
み
（
I
n

ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｇ
ａ
ｎ
ｇ
）
が
別
世
界
へ
と
向
か
お
う
と

す
る
の
を
、
一
層
と
決
然
と
し
た
態
度
で
現
世
へ
と
強
い
る
の
で
す
。
」
と
あ
り
、
か
な
り
抽
象

度
の
高
い
表
現
で
す
。
し
か
し
要
点
は
、
ゼ
ウ
ス
が
一
層
と
ゼ
ウ
ス
に
相
応
し
い
姿
と
な
る
と
、

死
者
た
ち
の
世
界
（
Ｗ
ｅ
ｌ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｔ
ｏ
ｄ
ｔ
ｅ
ｎ
）
を
目
指
す
自
然
の
歩
み
が
阻
止
さ
れ
る
と
言
う
も

の
で
す
。
こ
れ
を
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ゼ
ウ
ス
ら
し
い
ゼ
ウ
ス
が
悲
劇
の
誕
生
を
妨
げ
る

と
言
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
悲
劇
を
合
理
化
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
非
合
理
な
背
理
や
逆
説
を

排
除
し
て
し
ま
う
の
も
、
そ
の
一
つ
で
す
。

　
こ
う
し
た
傾
向
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
も
含
む
西
欧
人
が
持
ち
、
大
抵
は
気
付
か
ず
注
意
し
て
い

な
い
の
が
実
情
で
す
。
し
か
し
夜
の
詩
人
は
、
こ
の
点
に
関
し
深
く
反
省
し
、
自
分
達
の
活
性
化

を
悲
劇
に
見
ら
れ
る
様
な
「
運
命
を
持
つ
」
と
い
う
所
に
求
め
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
資

料
㈲
の
引
き
続
く
引
用
文
が
物
語
り
ま
す
。
詩
人
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
「
私
達
の
時
代
の
表

象
様
式
に
お
け
る
主
要
傾
向
は
、
何
か
に
突
当
た
る
こ
と
が
出
来
る
、
つ
ま
り
運
命
（
｛
｝
ｅ
ｓ
ｃ
ｈ
ｉ
ｋ
）

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
運
命
の
欠
如
｛
Ｓ
ｕ
ａ
ｕ
ｏ
Ｑ
ｏ
ｖ
｝
が
私
達
の
弱
点
な
の
で
あ
る
か

ら
。
」
と
あ
り
、
先
程
述
べ
ま
し
た
悲
劇
を
回
避
す
る
ゼ
ウ
ス
の
ゼ
ウ
ス
ら
し
い
傾
向
に
対
し
、

む
し
ろ
正
反
対
に
悲
劇
の
運
命
を
担
っ
て
ゆ
く
所
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
自
分
た
ち
詩
人
が
脳
裏

に
描
く
生
き
生
き
と
し
た
状
況
を
考
え
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
彼
が
理
想
の
世
界
ギ
リ
シ
ア
を

『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
歌
う
段
に
な
り
ま
す
と
、
断
然
そ
の
悲
劇
神
話
が
中
心
を
な
し
、
そ
の

「
偉
大
な
る
運
命
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
の
例
を
早
速
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
に
お
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
資
料
㈲
に
併
せ
記

し
ま
し
た
第
六
一
句
以
下
で
す
。
「
何
処
に
、
い
ず
こ
に
一
体
輝
い
て
い
る
の
か
、
彼
方
を
ま
で

射
抜
く
（
ポ
イ
ボ
ス
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
の
弓
の
ご
と
き
）
あ
の
神
託
は
？
／
（
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
の
宮

二
四
　
（
2
4
）
　
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ゼ
ウ
ス
ー
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
至
上
の
神
」
（
第
二
三
句
）
（
高
橋
）



二
五
　
（
2
5
）
　
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
　
第
四
十
六
巻
　
（
一
九
九
七
年
）
　
人
文
科
学

ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
に
倣
い
ギ
リ
シ
ア
化
す
る
と
、
パ
ン
の
女
神
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
と
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー

ソ
ス
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
詩
人
が
、
一
重
に
ゼ
ウ
ス
風
ギ
リ
シ
ア

の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
い
意
味
で
の
ギ
リ
シ
ア
を
も
、
「
神
々
し
く
美
し
き
自
然
」
の
下
に
掴
ん

で
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

～
汎
神
論
（
Ｐ
ａ
コ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）
と
唯
一
神
論
（
Ｍ
ｏ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
ヨ
ｕ
ｓ
）

　
今
回
は
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
二
三
句
の
「
至
上
の
神
」
と
、
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
オ
リ
ュ
ム

ポ
ス
神
界
の
主
神
ゼ
ウ
ス
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
問
題
は
、
「
至
上
の

神
」
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ
　
Ｇ
〇
は
）
が
、
「
至
高
者
」
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
）
と
異
な
る
点
で
す
。
こ
の
こ

と
は
資
料
田
を
御
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
こ
に
引
用
の
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
第
一
五
五
句
以
下

に
「
至
高
者
の
（
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
）
／
息
子
「
∽
ｏ
ｒ
已
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
文
脈
上
パ
レ
ス
テ
ィ

ナ
の
シ
リ
ア
人
キ
リ
ス
ト
を
指
す
と
取
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
神
人
キ
リ
ス
ト

の
父
な
る
唯
一
神
が
、
ご
こ
で
「
至
高
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
但
し
、
あ
く
ま
で
息
子
キ
リ

ス
ト
に
寄
り
添
っ
た
形
で
至
高
者
が
出
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
表
立
っ
た
表
現
で
は
な
く
、

か
な
り
控
え
目
で
隠
れ
た
神
の
姿
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
実
は
奥
深
く
密
や
か
に
神
秘
に

包
ま
れ
て
こ
そ
、
敢
て
至
高
者
と
ま
で
言
わ
れ
ま
す
根
源
の
神
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
点
キ
リ
ス
ト
像
に
関
し
ま
し
て
も
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
目
立
た
ぬ

慎
み
深
い
現
わ
れ
方
が
特
色
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
資
料
剛
に
併
せ
て
記
し
ま
し
た
別
の

二
つ
の
キ
リ
ス
ト
像
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
第
二
一
九
句
以
下
の
場
合
キ
リ
ス
ト
は
「
最
後

に
、
静
か
な
霊
（
ｅ
ｉ
ｎ
　
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
　
Ｇ
ｅ
ｎ
ｉ
ｕ
ｓ
）
」
と
し
て
「
現
わ
れ
、
神
々
し
い
天
上
の
／
安
ら
ぎ

を
与
え
、
（
神
々
の
世
界
ギ
リ
シ
ア
の
）
昼
の
終
結
を
告
げ
、
姿
を
消
し
無
明
へ
と
隠
れ
つ
つ
、
…
」

と
言
っ
た
具
合
に
歌
わ
れ
、
言
わ
ば
夕
暮
に
ほ
の
か
に
青
空
に
白
く
点
る
月
影
を
想
わ
せ
ま
す
。

　
　
　
　
・
●
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
り
　
　
　
　
●

つ
ま
り
実
在
感
を
と
も
な
っ
て
迫
り
来
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
濃
淡
細
や
か
な
陰
影
を
湛
え
た
仮

象
（
曽
ぼ
艮
）
と
し
て
背
景
の
夜
へ
と
退
い
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
と
同
様
も
う
一
つ
の
例
、
第

一
〇
七
句
の
場
合
も
キ
リ
ス
ト
は
、
黄
昏
の
情
緒
を
帯
び
、
わ
ず
か
男
性
三
人
称
単
数
の
人
称
代

名
詞
の
「
彼
」
（
～
）
で
現
わ
れ
、
「
或
い
は
も
し
か
す
る
と
彼
自
身
も
ま
た
来
臨
し
、
し
か
も
人

の
姿
を
取
り
、
／
そ
し
て
天
上
の
（
神
々
の
）
祝
祭
を
完
成
し
終
結
し
た
。
」
と
あ
り
ま
す
。

　
何
し
ろ
根
源
の
神
は
こ
の
よ
う
に
隠
れ
な
が
ら
少
し
だ
け
自
ら
を
現
わ
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
で
神
々
の
昼
の
母
胎
と
な
り
ま
す
「
夜
」
（
ブ
（
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
も
、
実
は
そ
の
よ

う
な
姿
を
呈
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
資
料
田
に
併
せ
て
掲
げ
ま
し
た
。
そ
こ
の
『
パ
ン
と
葡
萄
洒
に

第
一
四
句
以
下
を
御
覧
下
さ
い
。
「
見
よ
／
　
我
ら
の
大
地
（
地
球
）
の
影
像
（
Ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｂ
ｉ
ｌ
ｄ
）

た
る
月
も
／
ま
た
今
や
、
密
や
か
（
ｇ
ｅ
ｈ
ｅ
ｉ
ｍ
）
に
訪
れ
、
霊
気
溢
れ
る
夜
（
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｓ
ｃ
ｈ
w
ａ
ｒ
-

m
ｅ
ｒ
ｉ
ｓ
ｏ
ｈ
ｅ
｡
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｎ
ａ
ｃ
ｈ
ｔ
）
が
到
来
す
る
。
／
星
辰
に
輝
き
み
ち
（
清
澄
な
）
夜
は
、
恐
ら
く

私
達
な
ど
ま
ず
配
慮
も
せ
ず
、
／
彼
方
で
光
明
を
放
ち
、
驚
嘆
さ
せ
、
几
瞰
で
は
異
邦
の
者
と
し

・
て
、
／
山
頂
の
上
高
く
、
悲
槍
か
つ
壮
麗
に
立
ち
現
わ
れ
る
。
」
こ
こ
ｐ
ｋ
ｍ
（
Ｅ
Ｆ
Ｌ
ら
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
ｓ
ｅ
　
ゲ
（
イ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

へ
の
接
近
は
あ
る
。
し
か
し
尚
つ
ね
に
人
格
神
な
く
、
世
界
を
超
越
し
た
神
は
い
な
い
。

ｇ
）
。
こ
う
し
た
結
論
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
よ
う
な
感
覚
で
詩
想
の
奥
に
あ
る
根
源
の

れ
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

神
論

（
Ｅ
Ｐ

に
触
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要
旨
（
Ｓ
ｕ
m
m
a
ｒ
ｉ
ｕ
m
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
第
4
6
巻
、
横
組
］

日
汎
神
論
（
Ｐ
ａ
ｎ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）
と
唯
一
神
論
（
Ｍ
ｏ
ｎ
ｏ
ｔ
ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
m
ｕ
ｓ
）

口
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
ス
」
（
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｅ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
　
Ｚ
ｅ
ｖ
ｓ
）

目
自
然
（
ブ
（
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
）
と
霊
感
（
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）

資
料
【
】
く
[
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ
ｉ
ｅ
ｎ
］

H
ｂ
ｌ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉ
ｎ
ｓ
　
Ｚ
ｅ
ｕ
ｓ

ｄ
ｅ
ｒ

（
↑
回
（
二
回
↑
）

二
六

へ

26

口

,

ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｓ
ｔ
ｅ

｛
｝
ｏ
は
ス
Ｖ
.
２
３
）

2
6
頁
1
2
5
頁

2
5
頁
－
2
4
頁

2
4
頁
－
2
3
頁

2
3
頁
－
2
2
頁

2
2
頁
－
1
7
頁

き
コ
‘
‰
３
Ｑ
に
コ
Ｑ
測
器
～

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ
頁
－
２
頁

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
ゼ
ウ
ス
ー
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
「
至
上
の
神
」
（
第
二
三
句
）
（
高
橋
）

要
旨
（
Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ

を
目
指
す
「
自
然
の
歩
み
」
が
阻
止
さ
れ
、

換
言
す
れ
ば
、
こ
の
結
果
、
『
パ
ン
と
葡
萄

－-

『
パ
ン

ｏ
「
よ
り
本
来
的
な
ゼ
ウ
゛
ス
」
、

旧
』
第
二
三
句
の
「
至
上
の
神
」

「
至
高
者
の
（
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｈ
ｏ
ｃ
ｈ
ｓ
ｔ
ｅ
巳
／
息
子

に
お
い
て
根
源
の
神
が
、
言
わ
ば
隠
れ
て

「
偉
大
な
る
運
命
」
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
詩
人
は
、
「
運
命
の
欠
如

（
ｄ
ｕ
ａ
ｕ
ｏ
Ｑ
ｏ
ｖ
）
が
私
達
の
弱
点
で
あ
る
』
と
の
認
識
か
ら
、
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ヘ
の
註
解
』
そ

の
三
で
述
べ
る
ご
と
く
、
「
私
達
の
時
代
の
表
象
様
式
に
お
け
る
主
要
傾
向
は
、
何
か
に
突
き
当

た
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
運
命
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
『
パ
ン
と
葡

萄
酒
』
で
「
偉
大
な
る
運
命
」
に
媒
介
さ
れ
た
「
エ
ー
テ
ル
」
は
、
も
は
や
「
至
上
の
神
」
た
る

ゼ
ウ
ス
の
ゼ
ウ
ス
ら
し
い
晴
が
ま
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
神
気
な
の
で
あ
る
。

　
白
の
自
然
と
霊
感
（
Ｂ
ｅ
ｇ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｕ
ｎ
ｇ
）
で
は
、
ゼ
ウ
ス
本
位
の
ギ
リ
シ
ア
像
に
留
ま
ら
や

「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
う
「
オ
リ
ェ
ン
ト
風
な
も
の
」
（
一
八
〇
三
年

九
月
二
八
日
付
ヴ
ィ
ル
マ
ン
ス
宛
書
簡
）
を
踏
ま
え
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
別
の
詩
歌

『
あ
た
か
も
祝
祭
の
日
に
・
：
』
（
一
七
九
九
年
）
で
歌
わ
れ
た
「
威
力
あ
り
神
々
し
ぐ
美
し
い
自
然
」
、

つ
ま
り
「
諸
々
の
時
よ
り
も
古
く
、
／
夕
べ
の
国
や
日
の
出
の
国
の
神
々
の
上
に
君
臨
す
る
／
自

然
」
に
焦
点
を
あ
て
る
。
す
る
と
日
の
出
の
国
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
々
と
し
て
、
ゼ
ウ
ス
達
オ
リ
ュ

ム
ポ
ス
の
神
々
の
対
極
に
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ー
ジ
ス
女
神
と
男
神
オ
シ
ー
リ
ス
、
す
な
わ
ち

と
へ
と
強
い
」
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
「
至
福
な
る
ギ
リ
シ
ア
」
で
中
心
を
な
す
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